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バ
ス
に
乗
っ
て

森
　
岳
人
（
書
籍
編
集
者
）

   

階
段
の
陰
か
ら
様
子
を
窺
っ
て
い
る
と
、「
あ
な
た
そ
こ
に
い
る
の
見
え
て
ま

す
わ
よ
」と
上
か
ら
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
観
念
し
て
立
ち
上
が
る
と
、デ
ヴ
ィ
・

ス
カ
ル
ノ
夫
人
が
笑
い
な
が
ら
近
づ
い
て
き
た
。
彼
女
は
警
備
員
を
呼
ぶ
わ
け

で
も
な
く
、
わ
た
し
を
パ
ー
テ
ィ
ー
会
場
に
連
れ
て
い
き
、「
欲
し
い
の
は
こ
れ

で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
？
」
と
○
○
を
渡
し
て
く
れ
た
。
礼
を
言
っ
て
わ
た
し
は

す
ぐ
に
そ
の
場
を
去
っ
た
。
と
に
か
く
逃
げ
な
け
れ
ば―

―

な
ぜ
か
そ
う
身
に

迫
る
も
の
が
あ
っ
た
。
誰
が
敵
な
の
か
も
わ
か
ら
ず
身
を
隠
し
な
が
ら
、
走
っ

て
走
っ
て
、
な
ん
と
か
飛
行
機
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
機
内
の
テ
レ
ビ
で
は
、デ
ヴ
ィ
夫
人
と
ジ
ャ
ッ
キ
ー
・
チ
ェ
ン
が
戦
っ
て
い
た
。

本
当
は
わ
た
し
が
戦
う
は
ず
だ
っ
た
の
だ
（
ど
ち
ら
と
？
）。
む
か
し
、
ヤ
ツ
と

戦
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た（
な
ん
で
戦
っ
た
ん
だ
？
）。
ふ
と
目
を
落
と
す
と
、

手
に
入
れ
た
は
ず
の
○
○
は
も
う
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
誰
か
に
渡
し
た
の

か
、
ど
こ
か
で
落
と
し
た
の
か
。
窓
か
ら
外
を
覗
く
と
、
大
き
な
き
の
こ
雲
が

見
え
た
。
き
っ
と
○
○
が
爆
発
し
た
の
だ
。
そ
の
光
景
を
見
て
も
、
悲
し
む
べ

き
な
の
か
、
喜
ぶ
べ
き
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。「
以
前
、
こ
ん
な
夢

を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
な
」
と
は
思
っ
た
が
、
夢
で
も
な
か
っ
た
。

　
も
う
わ
た
し
は
疲
れ
切
っ
て
い
た
。
ウ
ト
ウ
ト
し
て
い
る
と
、
飛
行
機
の
騒

音
の
中
か
ら
電
車
が
走
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
き
っ
と
始
発
だ
な
。
も
っ
と

寝
て
い
た
い
が
、
そ
ろ
そ
ろ
目
覚
ま
し
時
計
が
鳴
る
だ
ろ
う
。
疲
れ
て
い
る
の

に
今
日
も
よ
く
眠
れ
な
か
っ
た
な
。
で
も
起
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―

い
つ
も
の
よ
う
に
ス
マ
ホ
の
目
覚
ま
し
メ
ロ
デ
ィ
が
聞
こ
え
て
き
た
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
／
も
り
・
た
け
と
）

　
早
く
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
、
満
員
の
バ
ス
に
乗
り
込
ん
だ
。

バ
ス
が
終
点
に
着
い
た
と
き
に
は
、
あ
た
り
は
も
う
暗
く
な
っ
て
い
た
。
ト
タ

ン
張
り
の
粗
末
な
建
物
の
前
で
降
ろ
さ
れ
る
と
、
皆
、
バ
ス
の
上
に
積
ん
で
あ

る
荷
物
を
降
ろ
し
は
じ
め
た
。
し
か
し
、最
後
の
荷
物
だ
け
は
、な
に
か
に
引
っ

か
か
っ
て
、
な
か
な
か
降
ろ
せ
な
い
。
少
し
離
れ
て
バ
ス
の
上
を
見
て
み
る
と
、

３
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
大
き
な
金
太
郎
が
寝
て
い
た
。
誰
が
こ
ん
な
の
連
れ
て

き
た
ん
だ
。
だ
か
ら
バ
ス
の
ス
ピ
ー
ド
が
出
な
か
っ
た
の
か
。
で
も
な
ぜ
こ
の

バ
ス
に
乗
っ
た
の
だ
ろ
う
（
逃
げ
て
来
た
の
だ
。
何
か
ら
？
）。
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
迷
っ
て
い
る
と
、
バ
ス
に
乗
っ
て
き
た
者
た
ち
は
建
物
に
入
っ
て
、「
お

前
も
早
く
隠
れ
ろ
！
」と
言
う
。
と
に
か
く
身
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
何

か
ら
？
）。
暗
闇
を
進
ん
で
建
物
の
裏
に
回
る
と
、
そ
こ
は
空
港
だ
っ
た
。
皆
、

当
た
り
前
の
よ
う
に
飛
行
機
に
乗
り
込
み
、
す
ぐ
に
飛
び
立
っ
た
。

　
機
内
の
テ
レ
ビ
に
は
外
国
の
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
皆

話
し
あ
っ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
経
つ
と
、
わ
た
し
は
あ
る
工
作
を
命
じ
ら
れ
た
。

「
宮
殿
に
侵
入
し
、○
○
を
奪
え
」。○
○
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
外
国
語
で
よ
く

わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
飛
行
機
か
ら
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
で
地
上
に
降

下
し
た
。
宮
殿
の
敷
地
に
う
ま
く
乗
り
込
む
と
、
そ
こ
に
は
エ
デ
ィ
ー
・
マ
ー

フ
ィ
ー
が
待
っ
て
い
た
。
し
か
し
顔
を
見
る
な
り
「
お
れ
は
右
か
ら
行
く
か
ら
、

お
前
は
左
か
ら
狙
え
」
と
言
い
残
し
、
拳
銃
を
構
え
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
わ

た
し
は
丸
腰
だ
っ
た
。
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『
古
代
の
神
社
と
神
職    

神
を
ま
つ
る
人
び
と
』(

吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
十
年)

『
日
本
神
道
史
』(

共
著
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
二
年) 

　
古
代
の
日
本
の
人
々
は
、
き
っ
と
多
く
の
現
代
人
よ
り
も
神
の
意
を
真
剣

に
受
け
止
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
神
の
意
は
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
の
創
作
で
し
ば
し
ば
描
写
さ
れ
る
よ

う
な
、「
神
が
こ
の
世
界
に
生
身
の
姿
で
現
れ
、
直
に
人
に
示
す
」
と
い
っ

た
伝
承
は
、
古
代
で
も
な
く
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
主
流
と

は
い
え
な
い
。
神
の
意
の
示
し
方
は
他
に
も
い
く
ら
か
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
道
具
を
使
っ
た
う
ら
な
い
、
託
宣
、
そ
し
て
夢
告
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　
ま
ず
は
道
具
を
使
っ
た
う
ら
な
い
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
獣
の
骨
や
亀
の

甲
羅
を
用
い
、
そ
の
焼
け
具
合
で
神
の
意
を
判
断
す
る
も
の
で
、
人
の
求
め

で
簡
単
に
で
き
る
手
段
だ
と
い
え
る
。
だ
が
、
や
っ
て
も
分
か
ら
な
い
場
合

も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
信
用
度
も
高
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宮
廷
内

で
亀
甲
に
よ
る
亀
卜
の
儀
式
が
確
立
さ
れ
て
い
た
平
安
時
代
に
は
、
怪
異
現

象
の
原
因
を
突
き
止
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
天
体
の
動
き
な
ど
で
う
ら
な
う

陰
陽
道
の
技
法
も
同
時
に
実
践
さ
れ
て
い
た
。

　　
次
に
託
宣
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
託
宣
と
は
、
神
が
人
に
の
り
移
り
、
そ

の
こ
と
ば
で
神
の
意
が
人
に
伝
わ
る
体
の
も
の
を
指
す
。
神
の
側
が
能
動
的

に
の
り
移
っ
た
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
人
の
側
の
発
意
で
、
特
定
の
人

に
神
を
憑
依
さ
せ
、
そ
の
意
を
う
か
が
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
託
宣
、
神
の
意
を
受
け
る
人
の
素
性
が
信
憑
性
を
左
右
し
て
い

た
の
か
、
こ
れ
も
平
安
時
代
に
な
る
と
、
み
だ
り
に
託
宣
を
広
め
る
者
は
罰

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

―
 

加
瀬
　 

直
弥
　
著
作 ―

　
い
よ
い
よ
本
題
の
夢
告
だ
が
、
こ
れ
は
夢
中
に
神
が
現
れ
そ
の
意
を
伝
え

る
形
式
で
あ
る
。
い
く
ら
か
の
伝
承
は
、
ま
つ
り
を
始
め
る
な
ど
の
決
め
手

に
夢
告
が
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
も
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
示
さ
れ

た
崇
神
天
皇
へ
の
夢
告
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
筋
書
き
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　…

天
皇
の
治
世
初
期
は
国
が
治
ま
ら
ず
、
疫
病
で
人
が
死
に
、
国
内
が
不

穏
に
な
っ
た
。そ
れ
に
対
し
、天
皇
は
神
々
を
ま
つ
ろ
う
と
考
え
た
。そ
し
て
、

災
害
の
原
因
を
探
ろ
う
と
し
て
う
ら
な
い
を
す
る
と
、
託
宣
が
下
り
た
。
そ

の
神
は
自
ら
を
ま
つ
れ
ば
平
安
に
な
る
と
し
、
自
ら
の
名
を
大
物
主
神
と
告

げ
た
。

　
天
皇
は
そ
れ
に
従
い
、
ま
つ
り
を
し
た
と
こ
ろ
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
天
皇
は
身
を
清
め
、
自
ら
の
夢
で
の
教
示
を
求
め
た
。
す
る
と
、
夢

の
中
で
ひ
と
り
の
貴
人
が
現
れ
た
。
大
物
主
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の

子
の
大
田
田
根
子
に
ま
つ
ら
せ
れ
ば
、
国
は
平
安
に
な
る
と
し
た
。
そ
の
後

天
皇
は
大
田
田
根
子
を
探
し
当
て
ま
つ
り
を
さ
せ
、
結
局
は
問
題
を
克
服
し

た
。…

　
こ
の
伝
承
は
、
夢
告
が
託
宣
よ
り
も―

当
然
、
他
の
手
段
よ
り
も―

、
神

の
意
を
的
確
に
知
る
上
で
有
用
で
あ
っ
た
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
願
い

手
に
直
接
示
さ
れ
る
と
い
う
特
色
が
、
そ
の
重
み
を
増
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
夢
告
の
重
み
は
、
奈
良
時
代
で
も
国
の
行
く
末
を
左
右
す
る
際
に

も
考
慮
さ
れ
た
。
夢
告
を
受
け
た
の
は
称
徳
天
皇
で
あ
っ
た
。
時
の
宮
廷

で
は
、
豊
前
宇
佐
宮
の
八
幡
神
が
現
地
で
示
し
た
と
さ
れ
る
神
の
意
に
注

目
が
集
ま
っ
て
い
た
。
天
皇
近
臣
の
僧
道
鏡
を
皇
位
に
つ
け
よ
と
の
も
の

で
あ
る
。

　　
こ
の
一
件
、
現
地
に
赴
い
た
和
気
清
麻
呂
に
よ
っ
て
神
の
真
意
が
皇
統

護
持
に
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
、
道
鏡
の
野
望
は
潰
え
た
の
だ
が
、
一
旦
示

さ
れ
た
は
ず
の
神
意
を
確
か
め
に
清
麻
呂
が
赴
い
た
き
っ
か
け
は
、
称
徳

天
皇
の
夢
で
あ
っ
た
。
八
幡
神
の
使
い
が
来
て
、
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る

旨
の
、
神
の
意
を
伝
え
た
の
だ
と
い
う
。
当
事
者
に
直
に
示
さ
れ
る
夢
告

の
重
み
は
、
現
実
の
政
治
を
も
左
右
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
の
大
物
主
神
の
伝
承
で
は
、
自
ら
夢
告
を
受
け
た
崇
神

天
皇
は
直
ち
に
行
動
に
移
さ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
移
し
た
の
は
後
日
、

三
人
の
臣
下
か
ら
夢
告
に
関
す
る
報
告
を
受
け
、
そ
の
内
容
が
同
様
だ
っ

た
こ
と
を
確
か
め
て
か
ら
だ
と
い
う
。「
神
意
の
夢
告
は
疑
い
な
く
信
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
は
、
古
代
の
人
々
で
も
考
え
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
、
夢
告
と
い
え
ど
、
そ
の
検
証
は
必
要
で
あ
っ
た
実
態
を
示
唆
し

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
か
せ
・
な
お
や
）

す
じ
ん

お
お
た
た
ね
こ

ぶ
ぜ
ん

わ
け
の
き
よ
ま
ろ

し
ょ
う
と
く

お
お
も
の
ぬ
し
の
か
み

大物主神の坐す三輪山（奈良県）

　
古
代
の
日
本
の
人
々
は
、
き
っ
と
多
く
の
現
代
人
よ
り
も
神
の
意
を
真
剣

に
受
け
止
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
神
の
意
は
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
の
創
作
で
し
ば
し
ば
描
写
さ
れ
る
よ

う
な
、「
神
が
こ
の
世
界
に
生
身
の
姿
で
現
れ
、
直
に
人
に
示
す
」
と
い
っ

た
伝
承
は
、
古
代
で
も
な
く
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
主
流
と

は
い
え
な
い
。
神
の
意
の
示
し
方
は
他
に
も
い
く
ら
か
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
道
具
を
使
っ
た
う
ら
な
い
、
託
宣
、
そ
し
て
夢
告
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　
ま
ず
は
道
具
を
使
っ
た
う
ら
な
い
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
獣
の
骨
や
亀
の

甲
羅
を
用
い
、
そ
の
焼
け
具
合
で
神
の
意
を
判
断
す
る
も
の
で
、
人
の
求
め

で
簡
単
に
で
き
る
手
段
だ
と
い
え
る
。
だ
が
、
や
っ
て
も
分
か
ら
な
い
場
合

も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
信
用
度
も
高
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宮
廷
内

で
亀
甲
に
よ
る
亀
卜
の
儀
式
が
確
立
さ
れ
て
い
た
平
安
時
代
に
は
、
怪
異
現

象
の
原
因
を
突
き
止
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
天
体
の
動
き
な
ど
で
う
ら
な
う

陰
陽
道
の
技
法
も
同
時
に
実
践
さ
れ
て
い
た
。

　　
次
に
託
宣
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
託
宣
と
は
、
神
が
人
に
の
り
移
り
、
そ

の
こ
と
ば
で
神
の
意
が
人
に
伝
わ
る
体
の
も
の
を
指
す
。
神
の
側
が
能
動
的

に
の
り
移
っ
た
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
人
の
側
の
発
意
で
、
特
定
の
人

に
神
を
憑
依
さ
せ
、
そ
の
意
を
う
か
が
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
託
宣
、
神
の
意
を
受
け
る
人
の
素
性
が
信
憑
性
を
左
右
し
て
い

た
の
か
、
こ
れ
も
平
安
時
代
に
な
る
と
、
み
だ
り
に
託
宣
を
広
め
る
者
は
罰

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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瀬
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神
の
意
を
伝
え
る
夢

　
い
よ
い
よ
本
題
の
夢
告
だ
が
、
こ
れ
は
夢
中
に
神
が
現
れ
そ
の
意
を
伝
え

る
形
式
で
あ
る
。
い
く
ら
か
の
伝
承
は
、
ま
つ
り
を
始
め
る
な
ど
の
決
め
手

に
夢
告
が
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
も
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
示
さ
れ

た
崇
神
天
皇
へ
の
夢
告
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
筋
書
き
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　…

天
皇
の
治
世
初
期
は
国
が
治
ま
ら
ず
、
疫
病
で
人
が
死
に
、
国
内
が
不

穏
に
な
っ
た
。そ
れ
に
対
し
、天
皇
は
神
々
を
ま
つ
ろ
う
と
考
え
た
。そ
し
て
、

災
害
の
原
因
を
探
ろ
う
と
し
て
う
ら
な
い
を
す
る
と
、
託
宣
が
下
り
た
。
そ

の
神
は
自
ら
を
ま
つ
れ
ば
平
安
に
な
る
と
し
、
自
ら
の
名
を
大
物
主
神
と
告

げ
た
。

　
天
皇
は
そ
れ
に
従
い
、
ま
つ
り
を
し
た
と
こ
ろ
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
天
皇
は
身
を
清
め
、
自
ら
の
夢
で
の
教
示
を
求
め
た
。
す
る
と
、
夢

の
中
で
ひ
と
り
の
貴
人
が
現
れ
た
。
大
物
主
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の

子
の
大
田
田
根
子
に
ま
つ
ら
せ
れ
ば
、
国
は
平
安
に
な
る
と
し
た
。
そ
の
後

天
皇
は
大
田
田
根
子
を
探
し
当
て
ま
つ
り
を
さ
せ
、
結
局
は
問
題
を
克
服
し

た
。…

　
こ
の
伝
承
は
、
夢
告
が
託
宣
よ
り
も―

当
然
、
他
の
手
段
よ
り
も―

、
神

の
意
を
的
確
に
知
る
上
で
有
用
で
あ
っ
た
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
願
い

手
に
直
接
示
さ
れ
る
と
い
う
特
色
が
、
そ
の
重
み
を
増
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
夢
告
の
重
み
は
、
奈
良
時
代
で
も
国
の
行
く
末
を
左
右
す
る
際
に

も
考
慮
さ
れ
た
。
夢
告
を
受
け
た
の
は
称
徳
天
皇
で
あ
っ
た
。
時
の
宮
廷

で
は
、
豊
前
宇
佐
宮
の
八
幡
神
が
現
地
で
示
し
た
と
さ
れ
る
神
の
意
に
注

目
が
集
ま
っ
て
い
た
。
天
皇
近
臣
の
僧
道
鏡
を
皇
位
に
つ
け
よ
と
の
も
の

で
あ
る
。

　　
こ
の
一
件
、
現
地
に
赴
い
た
和
気
清
麻
呂
に
よ
っ
て
神
の
真
意
が
皇
統

護
持
に
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
、
道
鏡
の
野
望
は
潰
え
た
の
だ
が
、
一
旦
示

さ
れ
た
は
ず
の
神
意
を
確
か
め
に
清
麻
呂
が
赴
い
た
き
っ
か
け
は
、
称
徳

天
皇
の
夢
で
あ
っ
た
。
八
幡
神
の
使
い
が
来
て
、
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る

旨
の
、
神
の
意
を
伝
え
た
の
だ
と
い
う
。
当
事
者
に
直
に
示
さ
れ
る
夢
告

の
重
み
は
、
現
実
の
政
治
を
も
左
右
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
の
大
物
主
神
の
伝
承
で
は
、
自
ら
夢
告
を
受
け
た
崇
神

天
皇
は
直
ち
に
行
動
に
移
さ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
移
し
た
の
は
後
日
、

三
人
の
臣
下
か
ら
夢
告
に
関
す
る
報
告
を
受
け
、
そ
の
内
容
が
同
様
だ
っ

た
こ
と
を
確
か
め
て
か
ら
だ
と
い
う
。「
神
意
の
夢
告
は
疑
い
な
く
信
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
は
、
古
代
の
人
々
で
も
考
え
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
、
夢
告
と
い
え
ど
、
そ
の
検
証
は
必
要
で
あ
っ
た
実
態
を
示
唆
し

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
か
せ
・
な
お
や
）

ひ
ょ
う
い

し
ん
ぴ
ょ
う

た
く
せ
ん

き
ぼ
く
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『
古
代
の
神
社
と
神
職    

神
を
ま
つ
る
人
び
と
』(

吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
十
年)

『
日
本
神
道
史
』(
共
著
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
二
年) 

　
古
代
の
日
本
の
人
々
は
、
き
っ
と
多
く
の
現
代
人
よ
り
も
神
の
意
を
真
剣

に
受
け
止
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
神
の
意
は
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
の
創
作
で
し
ば
し
ば
描
写
さ
れ
る
よ

う
な
、「
神
が
こ
の
世
界
に
生
身
の
姿
で
現
れ
、
直
に
人
に
示
す
」
と
い
っ

た
伝
承
は
、
古
代
で
も
な
く
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
主
流
と

は
い
え
な
い
。
神
の
意
の
示
し
方
は
他
に
も
い
く
ら
か
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
道
具
を
使
っ
た
う
ら
な
い
、
託
宣
、
そ
し
て
夢
告
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　
ま
ず
は
道
具
を
使
っ
た
う
ら
な
い
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
獣
の
骨
や
亀
の

甲
羅
を
用
い
、
そ
の
焼
け
具
合
で
神
の
意
を
判
断
す
る
も
の
で
、
人
の
求
め

で
簡
単
に
で
き
る
手
段
だ
と
い
え
る
。
だ
が
、
や
っ
て
も
分
か
ら
な
い
場
合

も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
信
用
度
も
高
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宮
廷
内

で
亀
甲
に
よ
る
亀
卜
の
儀
式
が
確
立
さ
れ
て
い
た
平
安
時
代
に
は
、
怪
異
現

象
の
原
因
を
突
き
止
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
天
体
の
動
き
な
ど
で
う
ら
な
う

陰
陽
道
の
技
法
も
同
時
に
実
践
さ
れ
て
い
た
。

　　
次
に
託
宣
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
託
宣
と
は
、
神
が
人
に
の
り
移
り
、
そ

の
こ
と
ば
で
神
の
意
が
人
に
伝
わ
る
体
の
も
の
を
指
す
。
神
の
側
が
能
動
的

に
の
り
移
っ
た
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
人
の
側
の
発
意
で
、
特
定
の
人

に
神
を
憑
依
さ
せ
、
そ
の
意
を
う
か
が
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
託
宣
、
神
の
意
を
受
け
る
人
の
素
性
が
信
憑
性
を
左
右
し
て
い

た
の
か
、
こ
れ
も
平
安
時
代
に
な
る
と
、
み
だ
り
に
託
宣
を
広
め
る
者
は
罰

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

―
 

加
瀬
　 
直
弥
　
著
作 ―

　
い
よ
い
よ
本
題
の
夢
告
だ
が
、
こ
れ
は
夢
中
に
神
が
現
れ
そ
の
意
を
伝
え

る
形
式
で
あ
る
。
い
く
ら
か
の
伝
承
は
、
ま
つ
り
を
始
め
る
な
ど
の
決
め
手

に
夢
告
が
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
も
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
示
さ
れ

た
崇
神
天
皇
へ
の
夢
告
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
筋
書
き
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　…

天
皇
の
治
世
初
期
は
国
が
治
ま
ら
ず
、
疫
病
で
人
が
死
に
、
国
内
が
不

穏
に
な
っ
た
。そ
れ
に
対
し
、天
皇
は
神
々
を
ま
つ
ろ
う
と
考
え
た
。そ
し
て
、

災
害
の
原
因
を
探
ろ
う
と
し
て
う
ら
な
い
を
す
る
と
、
託
宣
が
下
り
た
。
そ

の
神
は
自
ら
を
ま
つ
れ
ば
平
安
に
な
る
と
し
、
自
ら
の
名
を
大
物
主
神
と
告

げ
た
。

　
天
皇
は
そ
れ
に
従
い
、
ま
つ
り
を
し
た
と
こ
ろ
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
天
皇
は
身
を
清
め
、
自
ら
の
夢
で
の
教
示
を
求
め
た
。
す
る
と
、
夢

の
中
で
ひ
と
り
の
貴
人
が
現
れ
た
。
大
物
主
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の

子
の
大
田
田
根
子
に
ま
つ
ら
せ
れ
ば
、
国
は
平
安
に
な
る
と
し
た
。
そ
の
後

天
皇
は
大
田
田
根
子
を
探
し
当
て
ま
つ
り
を
さ
せ
、
結
局
は
問
題
を
克
服
し

た
。…

　
こ
の
伝
承
は
、
夢
告
が
託
宣
よ
り
も―

当
然
、
他
の
手
段
よ
り
も―

、
神

の
意
を
的
確
に
知
る
上
で
有
用
で
あ
っ
た
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
願
い

手
に
直
接
示
さ
れ
る
と
い
う
特
色
が
、
そ
の
重
み
を
増
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
夢
告
の
重
み
は
、
奈
良
時
代
で
も
国
の
行
く
末
を
左
右
す
る
際
に

も
考
慮
さ
れ
た
。
夢
告
を
受
け
た
の
は
称
徳
天
皇
で
あ
っ
た
。
時
の
宮
廷

で
は
、
豊
前
宇
佐
宮
の
八
幡
神
が
現
地
で
示
し
た
と
さ
れ
る
神
の
意
に
注

目
が
集
ま
っ
て
い
た
。
天
皇
近
臣
の
僧
道
鏡
を
皇
位
に
つ
け
よ
と
の
も
の

で
あ
る
。

　　
こ
の
一
件
、
現
地
に
赴
い
た
和
気
清
麻
呂
に
よ
っ
て
神
の
真
意
が
皇
統

護
持
に
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
、
道
鏡
の
野
望
は
潰
え
た
の
だ
が
、
一
旦
示

さ
れ
た
は
ず
の
神
意
を
確
か
め
に
清
麻
呂
が
赴
い
た
き
っ
か
け
は
、
称
徳

天
皇
の
夢
で
あ
っ
た
。
八
幡
神
の
使
い
が
来
て
、
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る

旨
の
、
神
の
意
を
伝
え
た
の
だ
と
い
う
。
当
事
者
に
直
に
示
さ
れ
る
夢
告

の
重
み
は
、
現
実
の
政
治
を
も
左
右
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
の
大
物
主
神
の
伝
承
で
は
、
自
ら
夢
告
を
受
け
た
崇
神

天
皇
は
直
ち
に
行
動
に
移
さ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
移
し
た
の
は
後
日
、

三
人
の
臣
下
か
ら
夢
告
に
関
す
る
報
告
を
受
け
、
そ
の
内
容
が
同
様
だ
っ

た
こ
と
を
確
か
め
て
か
ら
だ
と
い
う
。「
神
意
の
夢
告
は
疑
い
な
く
信
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
は
、
古
代
の
人
々
で
も
考
え
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
、
夢
告
と
い
え
ど
、
そ
の
検
証
は
必
要
で
あ
っ
た
実
態
を
示
唆
し

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
か
せ
・
な
お
や
）

す
じ
ん

お
お
た
た
ね
こ

ぶ
ぜ
ん

わ
け
の
き
よ
ま
ろ

し
ょ
う
と
く

お
お
も
の
ぬ
し
の
か
み

大物主神の坐す三輪山（奈良県）

　
古
代
の
日
本
の
人
々
は
、
き
っ
と
多
く
の
現
代
人
よ
り
も
神
の
意
を
真
剣

に
受
け
止
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
神
の
意
は
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
の
創
作
で
し
ば
し
ば
描
写
さ
れ
る
よ

う
な
、「
神
が
こ
の
世
界
に
生
身
の
姿
で
現
れ
、
直
に
人
に
示
す
」
と
い
っ

た
伝
承
は
、
古
代
で
も
な
く
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
主
流
と

は
い
え
な
い
。
神
の
意
の
示
し
方
は
他
に
も
い
く
ら
か
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
道
具
を
使
っ
た
う
ら
な
い
、
託
宣
、
そ
し
て
夢
告
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　
ま
ず
は
道
具
を
使
っ
た
う
ら
な
い
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
獣
の
骨
や
亀
の

甲
羅
を
用
い
、
そ
の
焼
け
具
合
で
神
の
意
を
判
断
す
る
も
の
で
、
人
の
求
め

で
簡
単
に
で
き
る
手
段
だ
と
い
え
る
。
だ
が
、
や
っ
て
も
分
か
ら
な
い
場
合

も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
信
用
度
も
高
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宮
廷
内

で
亀
甲
に
よ
る
亀
卜
の
儀
式
が
確
立
さ
れ
て
い
た
平
安
時
代
に
は
、
怪
異
現

象
の
原
因
を
突
き
止
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
天
体
の
動
き
な
ど
で
う
ら
な
う

陰
陽
道
の
技
法
も
同
時
に
実
践
さ
れ
て
い
た
。

　　
次
に
託
宣
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
託
宣
と
は
、
神
が
人
に
の
り
移
り
、
そ

の
こ
と
ば
で
神
の
意
が
人
に
伝
わ
る
体
の
も
の
を
指
す
。
神
の
側
が
能
動
的

に
の
り
移
っ
た
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
人
の
側
の
発
意
で
、
特
定
の
人

に
神
を
憑
依
さ
せ
、
そ
の
意
を
う
か
が
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
託
宣
、
神
の
意
を
受
け
る
人
の
素
性
が
信
憑
性
を
左
右
し
て
い

た
の
か
、
こ
れ
も
平
安
時
代
に
な
る
と
、
み
だ
り
に
託
宣
を
広
め
る
者
は
罰

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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瀬
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神
の
意
を
伝
え
る
夢

　
い
よ
い
よ
本
題
の
夢
告
だ
が
、
こ
れ
は
夢
中
に
神
が
現
れ
そ
の
意
を
伝
え

る
形
式
で
あ
る
。
い
く
ら
か
の
伝
承
は
、
ま
つ
り
を
始
め
る
な
ど
の
決
め
手

に
夢
告
が
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
も
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
示
さ
れ

た
崇
神
天
皇
へ
の
夢
告
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
筋
書
き
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　…

天
皇
の
治
世
初
期
は
国
が
治
ま
ら
ず
、
疫
病
で
人
が
死
に
、
国
内
が
不

穏
に
な
っ
た
。そ
れ
に
対
し
、天
皇
は
神
々
を
ま
つ
ろ
う
と
考
え
た
。そ
し
て
、

災
害
の
原
因
を
探
ろ
う
と
し
て
う
ら
な
い
を
す
る
と
、
託
宣
が
下
り
た
。
そ

の
神
は
自
ら
を
ま
つ
れ
ば
平
安
に
な
る
と
し
、
自
ら
の
名
を
大
物
主
神
と
告

げ
た
。

　
天
皇
は
そ
れ
に
従
い
、
ま
つ
り
を
し
た
と
こ
ろ
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
天
皇
は
身
を
清
め
、
自
ら
の
夢
で
の
教
示
を
求
め
た
。
す
る
と
、
夢

の
中
で
ひ
と
り
の
貴
人
が
現
れ
た
。
大
物
主
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の

子
の
大
田
田
根
子
に
ま
つ
ら
せ
れ
ば
、
国
は
平
安
に
な
る
と
し
た
。
そ
の
後

天
皇
は
大
田
田
根
子
を
探
し
当
て
ま
つ
り
を
さ
せ
、
結
局
は
問
題
を
克
服
し

た
。…

　
こ
の
伝
承
は
、
夢
告
が
託
宣
よ
り
も―

当
然
、
他
の
手
段
よ
り
も―

、
神

の
意
を
的
確
に
知
る
上
で
有
用
で
あ
っ
た
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
願
い

手
に
直
接
示
さ
れ
る
と
い
う
特
色
が
、
そ
の
重
み
を
増
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
夢
告
の
重
み
は
、
奈
良
時
代
で
も
国
の
行
く
末
を
左
右
す
る
際
に

も
考
慮
さ
れ
た
。
夢
告
を
受
け
た
の
は
称
徳
天
皇
で
あ
っ
た
。
時
の
宮
廷

で
は
、
豊
前
宇
佐
宮
の
八
幡
神
が
現
地
で
示
し
た
と
さ
れ
る
神
の
意
に
注

目
が
集
ま
っ
て
い
た
。
天
皇
近
臣
の
僧
道
鏡
を
皇
位
に
つ
け
よ
と
の
も
の

で
あ
る
。

　　
こ
の
一
件
、
現
地
に
赴
い
た
和
気
清
麻
呂
に
よ
っ
て
神
の
真
意
が
皇
統

護
持
に
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
、
道
鏡
の
野
望
は
潰
え
た
の
だ
が
、
一
旦
示

さ
れ
た
は
ず
の
神
意
を
確
か
め
に
清
麻
呂
が
赴
い
た
き
っ
か
け
は
、
称
徳

天
皇
の
夢
で
あ
っ
た
。
八
幡
神
の
使
い
が
来
て
、
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る

旨
の
、
神
の
意
を
伝
え
た
の
だ
と
い
う
。
当
事
者
に
直
に
示
さ
れ
る
夢
告

の
重
み
は
、
現
実
の
政
治
を
も
左
右
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
の
大
物
主
神
の
伝
承
で
は
、
自
ら
夢
告
を
受
け
た
崇
神

天
皇
は
直
ち
に
行
動
に
移
さ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
移
し
た
の
は
後
日
、

三
人
の
臣
下
か
ら
夢
告
に
関
す
る
報
告
を
受
け
、
そ
の
内
容
が
同
様
だ
っ

た
こ
と
を
確
か
め
て
か
ら
だ
と
い
う
。「
神
意
の
夢
告
は
疑
い
な
く
信
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
は
、
古
代
の
人
々
で
も
考
え
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
、
夢
告
と
い
え
ど
、
そ
の
検
証
は
必
要
で
あ
っ
た
実
態
を
示
唆
し

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
か
せ
・
な
お
や
）

ひ
ょ
う
い

し
ん
ぴ
ょ
う

た
く
せ
ん

き
ぼ
く
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ス
フ
ィ
ン
ク
ス
と
砂
の
夢

和
田
浩
一
郎    

（
エ
ジ
プ
ト
学
）

  

古
代
エ
ジ
プ
ト
人
に
と
っ
て
夜
は
、
世
界
を
創
造
し
た
太
陽
神
が
地
上
か
ら
姿

を
消
し
、
世
界
の
境
界
が
曖
昧
に
な
る
時
間
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
間
帯
に

眠
り
に
落
ち
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
こ
の
世
で
は
な
い
所
に
す
む
神
や
死
者

の
働
き
か
け
を
う
け
、
な
ん
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ

が
夢
の
正
体
だ
と
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
考
え
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
彼
ら
に
と
っ

て
夢
は
、
あ
く
ま
で
見
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
の
意
思
に
よ
っ
て
変
え
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

  

他
方
で
夢
見
は
、
神
や
死
者
が
関
与
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
そ
う
し
た
超
自

然
的
存
在
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
た
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
夢
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
、
前
一

四
〇
〇
年
頃
の
王
ト
ト
メ
ス
四
世
が
ギ
ザ
の
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
前
に
建
立
し

た
、
通
称
「
夢
の
石
碑
」
に
刻
ま
れ
た
物
語
だ
ろ
う
。

　
ト
ト
メ
ス
が
ま
だ
王
子
だ
っ
た
頃
の
話
。
王
子
は
ギ
ザ
の
砂
漠
を
そ
ぞ
ろ
歩

い
て
い
た
。
歩
き
疲
れ
た
疲
れ
た
彼
は
正
午
近
く
に
、
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
が
作

る
影
に
身
を
横
た
え
た
。
す
る
と
夢
の
な
か
に
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
化
身
と
す

る
太
陽
神
ホ
ル
エ
ム
ア
ケ
ト
が
現
れ
、「
私
か
ら
砂
漠
を
除
け
ば
、
神
々
か
ら
伝

わ
る
上
エ
ジ
プ
ト
の
白
冠
と
下
エ
ジ
プ
ト
の
赤
冠
を
与
え
よ
う
」
と
言
っ
た
。

当
時
の
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
は
長
年
に
わ
た
っ
て
吹
き
つ
け
た
砂
に
埋
れ
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
頭
だ
け
が
砂
上
に
出
て
い
る
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
目
覚

め
た
ト
ト
メ
ス
は
神
の
意
志
を
悟
り
、
言
葉
ど
お
り
に
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
周

囲
か
ら
砂
を
除
き
、
日
乾
レ
ン
ガ
の
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
。
こ
の
功
績
に
よ
っ
て

王
子
は
エ
ジ
プ
ト
王
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
い
う
の
が
石
碑
に
記
さ
れ
た

物
語
の
概
要
で
あ
る
。

　
ト
ト
メ
ス
四
世
は
昼
に
夢
を
見
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
太
陽
神
の
化
身
で

あ
る
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
影
で
、
太
陽
の
力
が
も
っ
と
も
強
い
正
午
に
寝
た
た
め

と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
太
陽
神
の
意
思
が
通
じ
や
す
い
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。

　
ト
ト
メ
ス
四
世
の
夢
に
は
政
治
的
な
意
図
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
創
作
で
あ
る
た

め
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
多
く
の
夢
は
も
っ
と
断
片
的
で
あ

い
ま
い
だ
っ
た
。
そ
こ
で
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
も
、
夢
に
ど
ん
な
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
の
か
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
。
紀
元
前
一
二
五
〇
年
こ
ろ
に
ま
と
め
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
、
夢
判
断
の
パ
ピ
ル
ス
が
残
さ
れ
て
い
る
。
体
裁
は
現
代
の
夢

占
い
の
本
と
同
じ
よ
う
に
、
夢
で
見
た
イ
メ
ー
ジ
が
ど
ん
な
未
来
を
暗
示
し
て
い

る
の
か
を
解
釈
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
解
釈
は
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
か

ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
、
イ
メ
ー
ジ
と
関
連
し
た
言
葉
の
語
呂
合
わ
せ
に
よ
る

も
の
か
ら
な
っ
て
い
る
。
パ
ピ
ル
ス
の
内
容
を
す
こ
し
紹
介
し
よ
う
。

　
も
し
男
が
夢
の
中
で
ロ
バ
（
ア
ア
）
の
肉
を
食
べ
て
い
る
自
身
の
姿
を
見
た
な 

   

ら
ば･･

　
吉
　
彼
は
偉
大
に
な
る
（
サ
ア
ア
）
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
語
呂
合
わ
せ
の
例
で
あ
り
、
ア
ア
を
食
べ
る
こ
と
で
サ
ア
ア
に
な
る
と

い
う
わ
か
り
や
す
い
解
釈
に
な
っ
て
い
る
。

　
も
し
男
が
夢
の
な
か
で
壁
か
ら
落
ち
る
自
身
を
見
た
な
ら
ば･･

　
吉
　
争
い
の
終
わ
り
を
意
味
し
て
い
る
。

   

個
人
的
な
経
験
と
し
て
も
、
落
ち
る
夢
と
い
う
の
は
不
快
な
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の
夢
判
断
で
は
、
そ
れ
を
吉
夢
と
し
て
い
る
。
解
釈
の
根
拠
は
は
っ
き

り
し
な
い
が
、
壁
が
争
っ
て
い
る
相
手
と
の
隔
た
り
と
み
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
も
し
男
が
夢
の
な
か
で
矮
人
を
見
た
な
ら
ば･･

　
凶
　
彼
の
命
の
半
分
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

   

こ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
矮
人
の
背
丈
が
低
い
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
よ
う

だ
。
そ
れ
に
加
え
て
、
矮
人
が
太
陽
神
の
シ
ン
ボ
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
に
基

づ
い
た
解
釈
と
指
摘
す
る
研
究
者
も
い
る
。
つ
ま
り
太
陽
は
二
四
時
間
の
う
ち
、

半
分
だ
け
地
上
に
姿
を
現
し
て
い
る
存
在
な
の
で
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
矮
人

は
半
分
の
時
間
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
人
間
は
見
る
夢
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
神
や
亡
く
な
っ
た
家
族
に
困
り

ご
と
の
解
決
を
嘆
願
し
た
結
果
、
成
就
の
あ
か
し
と
し
て
夢
を
見
る
こ
と
が
あ
る

と
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
考
え
た
。
亡
く
な
っ
た
家
族
へ
の
嘆
願
に
は
、
手
紙
を
書

く
と
い
う
手
段
が
あ
っ
た
。
手
紙
は
パ
ピ
ル
ス
に
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
よ

り
多
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
供
物
を
備
え
る
土
器
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
供
物

の
器
に
書
い
て
お
け
ば
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
発
想
な
の
だ
ろ
う
。
次
に
示
し
て
い
る
の
は
、
亡
く
な
っ
た
妻
に
病
気
の
回

復
を
願
う
夫
か
ら
の
手
紙
の
一
部
で
あ
る
。

　
見
よ
、
私
は
地
上
に
お
け
る
あ
な
た
の
最
愛
の
者
、

　
私
の
た
め
に
戦
い
、
私
の
名
の
た
め
に
取
り
な
し
た
ま
え
。

　（
中
略
）

　
あ
な
た
は
私
の
た
め
に
祝
福
さ
れ
た
も
の
（
再
生
し
た
死
者
の
意
）
と
し
て
現 

   

れ
る
で
し
ょ
う
。

　 

私
は
夢
の
中
で
私
の
た
め
に
戦
う
あ
な
た
を
見
る
で
し
ょ
う
。

　 

太
陽
の
光
が
昇
っ
た
と
き
、
私
は
あ
な
た
の
た
め
に
（
感
謝
の
）
供
物
を
準
備   

   

す
る
で
し
ょ
う
。

大スフィンクス　前脚の間に夢の石碑が立っている

　
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
は
、
夢
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら

は
不
可
思
議
で
覚
束
な
い
夢
の
世
界
に
小
さ
な
希
望
を
見
い
だ
し
、
日
々
の
生
活

の
支
え
に
し
よ
う
と
い
う
思
い
が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と

を
私
た
ち
に
伝
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
わ
だ
・
こ
う
い
ち
ろ
う
）
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古
代
エ
ジ
プ
ト
人
に
と
っ
て
夜
は
、
世
界
を
創
造
し
た
太
陽
神
が
地
上
か
ら
姿

を
消
し
、
世
界
の
境
界
が
曖
昧
に
な
る
時
間
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
間
帯
に

眠
り
に
落
ち
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
こ
の
世
で
は
な
い
所
に
す
む
神
や
死
者

の
働
き
か
け
を
う
け
、
な
ん
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ

が
夢
の
正
体
だ
と
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
考
え
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
彼
ら
に
と
っ

て
夢
は
、
あ
く
ま
で
見
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
の
意
思
に
よ
っ
て
変
え
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

  

他
方
で
夢
見
は
、
神
や
死
者
が
関
与
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
そ
う
し
た
超
自

然
的
存
在
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
た
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
夢
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
、
前
一

四
〇
〇
年
頃
の
王
ト
ト
メ
ス
四
世
が
ギ
ザ
の
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
前
に
建
立
し

た
、
通
称
「
夢
の
石
碑
」
に
刻
ま
れ
た
物
語
だ
ろ
う
。

　
ト
ト
メ
ス
が
ま
だ
王
子
だ
っ
た
頃
の
話
。
王
子
は
ギ
ザ
の
砂
漠
を
そ
ぞ
ろ
歩

い
て
い
た
。
歩
き
疲
れ
た
疲
れ
た
彼
は
正
午
近
く
に
、
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
が
作

る
影
に
身
を
横
た
え
た
。
す
る
と
夢
の
な
か
に
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
化
身
と
す

る
太
陽
神
ホ
ル
エ
ム
ア
ケ
ト
が
現
れ
、「
私
か
ら
砂
漠
を
除
け
ば
、
神
々
か
ら
伝

わ
る
上
エ
ジ
プ
ト
の
白
冠
と
下
エ
ジ
プ
ト
の
赤
冠
を
与
え
よ
う
」
と
言
っ
た
。

当
時
の
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
は
長
年
に
わ
た
っ
て
吹
き
つ
け
た
砂
に
埋
れ
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
頭
だ
け
が
砂
上
に
出
て
い
る
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
目
覚

め
た
ト
ト
メ
ス
は
神
の
意
志
を
悟
り
、
言
葉
ど
お
り
に
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
周

囲
か
ら
砂
を
除
き
、
日
乾
レ
ン
ガ
の
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
。
こ
の
功
績
に
よ
っ
て

王
子
は
エ
ジ
プ
ト
王
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
い
う
の
が
石
碑
に
記
さ
れ
た

物
語
の
概
要
で
あ
る
。

　
ト
ト
メ
ス
四
世
は
昼
に
夢
を
見
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
太
陽
神
の
化
身
で

あ
る
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
影
で
、
太
陽
の
力
が
も
っ
と
も
強
い
正
午
に
寝
た
た
め

と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
太
陽
神
の
意
思
が
通
じ
や
す
い
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。

　
ト
ト
メ
ス
四
世
の
夢
に
は
政
治
的
な
意
図
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
創
作
で
あ
る
た

め
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
多
く
の
夢
は
も
っ
と
断
片
的
で
あ

い
ま
い
だ
っ
た
。
そ
こ
で
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
も
、
夢
に
ど
ん
な
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
の
か
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
。
紀
元
前
一
二
五
〇
年
こ
ろ
に
ま
と
め
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
、
夢
判
断
の
パ
ピ
ル
ス
が
残
さ
れ
て
い
る
。
体
裁
は
現
代
の
夢

占
い
の
本
と
同
じ
よ
う
に
、
夢
で
見
た
イ
メ
ー
ジ
が
ど
ん
な
未
来
を
暗
示
し
て
い

る
の
か
を
解
釈
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
解
釈
は
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
か

ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
、
イ
メ
ー
ジ
と
関
連
し
た
言
葉
の
語
呂
合
わ
せ
に
よ
る

も
の
か
ら
な
っ
て
い
る
。
パ
ピ
ル
ス
の
内
容
を
す
こ
し
紹
介
し
よ
う
。

　
も
し
男
が
夢
の
中
で
ロ
バ
（
ア
ア
）
の
肉
を
食
べ
て
い
る
自
身
の
姿
を
見
た
な 

   

ら
ば･･

　
吉
　
彼
は
偉
大
に
な
る
（
サ
ア
ア
）
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
語
呂
合
わ
せ
の
例
で
あ
り
、
ア
ア
を
食
べ
る
こ
と
で
サ
ア
ア
に
な
る
と

い
う
わ
か
り
や
す
い
解
釈
に
な
っ
て
い
る
。

　
も
し
男
が
夢
の
な
か
で
壁
か
ら
落
ち
る
自
身
を
見
た
な
ら
ば･･

　
吉
　
争
い
の
終
わ
り
を
意
味
し
て
い
る
。

   

個
人
的
な
経
験
と
し
て
も
、
落
ち
る
夢
と
い
う
の
は
不
快
な
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の
夢
判
断
で
は
、
そ
れ
を
吉
夢
と
し
て
い
る
。
解
釈
の
根
拠
は
は
っ
き

り
し
な
い
が
、
壁
が
争
っ
て
い
る
相
手
と
の
隔
た
り
と
み
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
も
し
男
が
夢
の
な
か
で
矮
人
を
見
た
な
ら
ば･･

　
凶
　
彼
の
命
の
半
分
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

   

こ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
矮
人
の
背
丈
が
低
い
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
よ
う

だ
。
そ
れ
に
加
え
て
、
矮
人
が
太
陽
神
の
シ
ン
ボ
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
に
基

づ
い
た
解
釈
と
指
摘
す
る
研
究
者
も
い
る
。
つ
ま
り
太
陽
は
二
四
時
間
の
う
ち
、

半
分
だ
け
地
上
に
姿
を
現
し
て
い
る
存
在
な
の
で
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
矮
人

は
半
分
の
時
間
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
人
間
は
見
る
夢
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
神
や
亡
く
な
っ
た
家
族
に
困
り

ご
と
の
解
決
を
嘆
願
し
た
結
果
、
成
就
の
あ
か
し
と
し
て
夢
を
見
る
こ
と
が
あ
る

と
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
考
え
た
。
亡
く
な
っ
た
家
族
へ
の
嘆
願
に
は
、
手
紙
を
書

く
と
い
う
手
段
が
あ
っ
た
。
手
紙
は
パ
ピ
ル
ス
に
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
よ

り
多
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
供
物
を
備
え
る
土
器
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
供
物

の
器
に
書
い
て
お
け
ば
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
発
想
な
の
だ
ろ
う
。
次
に
示
し
て
い
る
の
は
、
亡
く
な
っ
た
妻
に
病
気
の
回

復
を
願
う
夫
か
ら
の
手
紙
の
一
部
で
あ
る
。

　
見
よ
、
私
は
地
上
に
お
け
る
あ
な
た
の
最
愛
の
者
、

　
私
の
た
め
に
戦
い
、
私
の
名
の
た
め
に
取
り
な
し
た
ま
え
。

　（
中
略
）

　
あ
な
た
は
私
の
た
め
に
祝
福
さ
れ
た
も
の
（
再
生
し
た
死
者
の
意
）
と
し
て
現 

   

れ
る
で
し
ょ
う
。

　 

私
は
夢
の
中
で
私
の
た
め
に
戦
う
あ
な
た
を
見
る
で
し
ょ
う
。

　 

太
陽
の
光
が
昇
っ
た
と
き
、
私
は
あ
な
た
の
た
め
に
（
感
謝
の
）
供
物
を
準
備   

   

す
る
で
し
ょ
う
。

夢判断のパピルス Courtesy of The British Museum

　
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
は
、
夢
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら

は
不
可
思
議
で
覚
束
な
い
夢
の
世
界
に
小
さ
な
希
望
を
見
い
だ
し
、
日
々
の
生
活

の
支
え
に
し
よ
う
と
い
う
思
い
が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と

を
私
た
ち
に
伝
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
わ
だ
・
こ
う
い
ち
ろ
う
）
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古
代
エ
ジ
プ
ト
人
に
と
っ
て
夜
は
、
世
界
を
創
造
し
た
太
陽
神
が
地
上
か
ら
姿

を
消
し
、
世
界
の
境
界
が
曖
昧
に
な
る
時
間
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
間
帯
に

眠
り
に
落
ち
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
こ
の
世
で
は
な
い
所
に
す
む
神
や
死
者

の
働
き
か
け
を
う
け
、
な
ん
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ

が
夢
の
正
体
だ
と
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
考
え
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
彼
ら
に
と
っ

て
夢
は
、
あ
く
ま
で
見
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
の
意
思
に
よ
っ
て
変
え
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

  

他
方
で
夢
見
は
、
神
や
死
者
が
関
与
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
そ
う
し
た
超
自

然
的
存
在
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
た
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
夢
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
、
前
一

四
〇
〇
年
頃
の
王
ト
ト
メ
ス
四
世
が
ギ
ザ
の
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
前
に
建
立
し

た
、
通
称
「
夢
の
石
碑
」
に
刻
ま
れ
た
物
語
だ
ろ
う
。

　
ト
ト
メ
ス
が
ま
だ
王
子
だ
っ
た
頃
の
話
。
王
子
は
ギ
ザ
の
砂
漠
を
そ
ぞ
ろ
歩

い
て
い
た
。
歩
き
疲
れ
た
疲
れ
た
彼
は
正
午
近
く
に
、
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
が
作

る
影
に
身
を
横
た
え
た
。
す
る
と
夢
の
な
か
に
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
化
身
と
す

る
太
陽
神
ホ
ル
エ
ム
ア
ケ
ト
が
現
れ
、「
私
か
ら
砂
漠
を
除
け
ば
、
神
々
か
ら
伝

わ
る
上
エ
ジ
プ
ト
の
白
冠
と
下
エ
ジ
プ
ト
の
赤
冠
を
与
え
よ
う
」
と
言
っ
た
。

当
時
の
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
は
長
年
に
わ
た
っ
て
吹
き
つ
け
た
砂
に
埋
れ
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
頭
だ
け
が
砂
上
に
出
て
い
る
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
目
覚

め
た
ト
ト
メ
ス
は
神
の
意
志
を
悟
り
、
言
葉
ど
お
り
に
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
周

囲
か
ら
砂
を
除
き
、
日
乾
レ
ン
ガ
の
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
。
こ
の
功
績
に
よ
っ
て

王
子
は
エ
ジ
プ
ト
王
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
い
う
の
が
石
碑
に
記
さ
れ
た

物
語
の
概
要
で
あ
る
。

　
ト
ト
メ
ス
四
世
は
昼
に
夢
を
見
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
太
陽
神
の
化
身
で

あ
る
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
影
で
、
太
陽
の
力
が
も
っ
と
も
強
い
正
午
に
寝
た
た
め

と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
太
陽
神
の
意
思
が
通
じ
や
す
い
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。

　
ト
ト
メ
ス
四
世
の
夢
に
は
政
治
的
な
意
図
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
創
作
で
あ
る
た

め
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
多
く
の
夢
は
も
っ
と
断
片
的
で
あ

い
ま
い
だ
っ
た
。
そ
こ
で
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
も
、
夢
に
ど
ん
な
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
の
か
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
。
紀
元
前
一
二
五
〇
年
こ
ろ
に
ま
と
め
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
、
夢
判
断
の
パ
ピ
ル
ス
が
残
さ
れ
て
い
る
。
体
裁
は
現
代
の
夢

占
い
の
本
と
同
じ
よ
う
に
、
夢
で
見
た
イ
メ
ー
ジ
が
ど
ん
な
未
来
を
暗
示
し
て
い

る
の
か
を
解
釈
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
解
釈
は
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
か

ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
、
イ
メ
ー
ジ
と
関
連
し
た
言
葉
の
語
呂
合
わ
せ
に
よ
る

も
の
か
ら
な
っ
て
い
る
。
パ
ピ
ル
ス
の
内
容
を
す
こ
し
紹
介
し
よ
う
。

　
も
し
男
が
夢
の
中
で
ロ
バ
（
ア
ア
）
の
肉
を
食
べ
て
い
る
自
身
の
姿
を
見
た
な 

   

ら
ば･･

　
吉
　
彼
は
偉
大
に
な
る
（
サ
ア
ア
）
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
語
呂
合
わ
せ
の
例
で
あ
り
、
ア
ア
を
食
べ
る
こ
と
で
サ
ア
ア
に
な
る
と

い
う
わ
か
り
や
す
い
解
釈
に
な
っ
て
い
る
。

　
も
し
男
が
夢
の
な
か
で
壁
か
ら
落
ち
る
自
身
を
見
た
な
ら
ば･･

　
吉
　
争
い
の
終
わ
り
を
意
味
し
て
い
る
。

   

個
人
的
な
経
験
と
し
て
も
、
落
ち
る
夢
と
い
う
の
は
不
快
な
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の
夢
判
断
で
は
、
そ
れ
を
吉
夢
と
し
て
い
る
。
解
釈
の
根
拠
は
は
っ
き

り
し
な
い
が
、
壁
が
争
っ
て
い
る
相
手
と
の
隔
た
り
と
み
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
も
し
男
が
夢
の
な
か
で
矮
人
を
見
た
な
ら
ば･･

　
凶
　
彼
の
命
の
半
分
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

―和田浩一郎　著―
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こ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
矮
人
の
背
丈
が
低
い
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
よ
う

だ
。
そ
れ
に
加
え
て
、
矮
人
が
太
陽
神
の
シ
ン
ボ
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
に
基

づ
い
た
解
釈
と
指
摘
す
る
研
究
者
も
い
る
。
つ
ま
り
太
陽
は
二
四
時
間
の
う
ち
、

半
分
だ
け
地
上
に
姿
を
現
し
て
い
る
存
在
な
の
で
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
矮
人

は
半
分
の
時
間
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
人
間
は
見
る
夢
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
神
や
亡
く
な
っ
た
家
族
に
困
り

ご
と
の
解
決
を
嘆
願
し
た
結
果
、
成
就
の
あ
か
し
と
し
て
夢
を
見
る
こ
と
が
あ
る

と
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
考
え
た
。
亡
く
な
っ
た
家
族
へ
の
嘆
願
に
は
、
手
紙
を
書

く
と
い
う
手
段
が
あ
っ
た
。
手
紙
は
パ
ピ
ル
ス
に
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
よ

り
多
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
供
物
を
備
え
る
土
器
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
供
物

の
器
に
書
い
て
お
け
ば
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
発
想
な
の
だ
ろ
う
。
次
に
示
し
て
い
る
の
は
、
亡
く
な
っ
た
妻
に
病
気
の
回

復
を
願
う
夫
か
ら
の
手
紙
の
一
部
で
あ
る
。

　
見
よ
、
私
は
地
上
に
お
け
る
あ
な
た
の
最
愛
の
者
、

　
私
の
た
め
に
戦
い
、
私
の
名
の
た
め
に
取
り
な
し
た
ま
え
。

　（
中
略
）

　
あ
な
た
は
私
の
た
め
に
祝
福
さ
れ
た
も
の
（
再
生
し
た
死
者
の
意
）
と
し
て
現 

   

れ
る
で
し
ょ
う
。

　 

私
は
夢
の
中
で
私
の
た
め
に
戦
う
あ
な
た
を
見
る
で
し
ょ
う
。

　 

太
陽
の
光
が
昇
っ
た
と
き
、
私
は
あ
な
た
の
た
め
に
（
感
謝
の
）
供
物
を
準
備   

   

す
る
で
し
ょ
う
。

死者への手紙が書かれた土器

矮人の像

　
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
は
、
夢
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら

は
不
可
思
議
で
覚
束
な
い
夢
の
世
界
に
小
さ
な
希
望
を
見
い
だ
し
、
日
々
の
生
活

の
支
え
に
し
よ
う
と
い
う
思
い
が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と

を
私
た
ち
に
伝
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
わ
だ
・
こ
う
い
ち
ろ
う
）
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ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
と
狼
信
仰
に
つ
い
て
興
味
を
抱
き
、
秩
父
や
奥
多
摩
を
中
心
に
リ

サ
ー
チ
と
撮
影
を
重
ね
、
手
製
本
の
写
真
集
『H

odophylax : T
he Guardian of 

the Path

』 

を
制
作
、
二
〇
一
七
年
よ
り
一
一
一
冊
の
限
定
部
数
で
販
売
し
て
お
り
ま

し
た
。
そ
の
制
作
過
程
で
、
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
頭
骨
な
ど
を
お
持
ち
の
個
人
の
お
宅

を
訪
ね
て
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
度
々
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
刀
剣
の
縁

頭
を
集
め
て
お
ら
れ
る
川
崎
に
お
住
い
の
方
か
ら
「
珍
し
く
狼
の
図
柄
の
も
の
を
入
手

し
た
の
で
見
に
来
ま
せ
ん
か
？
」
と
お
誘
い
い
た
だ
き
、喜
ん
で
撮
影
に
伺
い
ま
し
た
。

　江
戸
後
期
の
も
の
ら
し
い
と
い
う
こ
の
縁
頭
。
頭
に
は
、
狼
を
避
け
る
よ
う
に
、
瀧

の
畔
か
ら
馬
が
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。
縁
に
は
、
鳥
を
咥
え
て
意
気
揚
々
と
し
て
い
る

狼
と
、
あ
わ
て
て
飛
び
立
つ
鳥
の
姿
が
あ
り
、
肉
厚
に
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
恐
ろ
し
い

獣
の
は
ず
の
狼
も
、
と
て
も
生
き
生
き
と
伸
び
や
か
で
、
お
茶
目
な
感
じ
す
ら
受
け
ま

す
。
ひ
と
目
で
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。

　

　一
体
、
ど
ん
な
武
士
が
注
文
し
、
ど
ん
な
彫
り
師
が
細
工
し
た
の
だ
ろ
う…

。
ど
ん

な
と
き
に
こ
の
縁
飾
り
の
太
刀
を
帯
刀
し
た
の
だ
ろ
う…

。
馬
産
地
の
東
北
の
侍
が
、

馬
を
襲
わ
な
い
で
く
れ
、と
願
い
を
込
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
動
物
好
き
の
彫
り
師
は
、

狼
を
、
悪
さ
は
す
る
け
ど
憎
め
な
い
や
つ
だ
、
と
思
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
来
歴

は
定
か
で
は
な
い
と
い
う
だ
け
に
、
想
像
が
膨
ら
み
ま
す
。

　「夏
草
や 

兵
ど
も
が 

夢
の
跡
」
　ふ
と
、
こ
の
句
が
思
い
浮
か
び
、
調
べ
て
み
る
と
、

松
尾
芭
蕉
が
奥
州
平
泉
の
源
義
経
の
居
城
で
あ
っ
た
高
館
に
登
っ
た
と
き
に
詠
ん
だ
も

の
と
い
う
こ
と
で
し
た
。な
る
ほ
ど
、こ
の
縁
頭
か
ら
、東
北
の
武
士
を
連
想
し
た
の
も
、

何
か
縁
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
て
き
ま
す
。

　奥
州
藤
原
氏
や
義
経
も
、
こ
の
縁
頭
の
依
頼
主
も
彫
り
師
も…

そ
し
て
ニ
ホ
ン
オ
オ

カ
ミ
も…
「
つ
わ
も
の
ど
も
」
が
こ
の
世
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
久
し
い
け
れ
ど
。

最
近
、
ま
た
狼
ら
し
き
獣
の
目
撃
談
が
続
々
と
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
な
ん

と
か
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
が
日
本
列
島
の
な
か
で
生
き
延
び
て
い
て
、
然
る
べ
き
時
が
来

た
ら
、
き
っ
と
ふ
た
た
び
、
生
き
生
き
と
伸
び
や
か
な
姿
を
現
し
て
く
れ
る
の
で
は
な

い
か…

と
夢
見
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（写
真
／
文   

は
や
し
・
み
ち
こ
）
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と
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毎
日
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
夢
を
み
る
。

　
胸
の
上
に
手
を
の
せ
て
寝
て
い
る
と
、
こ
れ
ま
た
必
ず
悪
夢―

恐
ろ
し
い
夢―

を

み
る
こ
と
が
長
年
の
経
験
で
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
床
に
着
く
と
き
に
は
極
力
注
意

す
る
。
そ
れ
で
も
、
目
覚
め
た
と
き
に
息
が
荒
く
な
る
ほ
ど
の
悪
夢
を
み
る
こ
と
も

あ
り
、そ
う
い
う
夢
に
限
っ
て
妙
に
記
憶
に
残
っ
て
、一
日
の
幕
開
け
を
不
安
に
す
る
。

　
睡
眠
に
つ
い
て
研
究
が
進
ん
で
い
る
現
代
で
さ
え
、
夢
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
い
こ

と
は
ま
だ
ま
だ
多
い
ら
し
い
。
昔
の
人
に
と
っ
て
、
夢
は
現
代
と
は
比
べ
も
の
に
な

ら
な
い
ほ
ど
不
可
思
議
で
神
秘
的
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
い
っ
そ
う
、
よ

い
夢
を
み
た
い
と
い
う
願
望
は
強
か
っ
た
し
、
み
た
夢
に
意
味
を
持
た
せ
て
「
占
う
」

こ
と
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
夢
占
い
・
夢
判
断
の
書
物
は
、
平
安
時
代
の
初
め
に
は
す
で
に
中
国
か
ら
日
本
に

入
っ
て
き
て
、
陰
陽
師
に
よ
っ
て
宮
中
か
ら
宮
廷
の
外
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
た
だ
し
、庶
民
の
間
に
夢
占
い
の
本
が
本
格
的
に
広
ま
っ
た
の
は
江
戸
時
代
で
、

そ
れ
ら
の
中
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
刊
行
の
「
諸
夢
吉
凶

和
語
鈔
」
が
最
も
古
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
幕
末
ま
で
多
く
の
夢
占
い
書
が
刊
行
さ

れ
て
い
る
。

　　
一
年
の
初
め
に
い
か
に
縁
起
の
よ
い
夢
を
み
る
か
。

　「
初
夢
」
は
、元
日
の
朝
、二
日
の
朝
、正
月
に
初
め
に
み
た
夢
、な
ど
諸
説
が
あ
る
が
、

二
日
の
朝
、
三
日
の
朝
と
い
う
の
が
現
在
で
は
定
着
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
日
に
夢
を
み
な
か
っ
た
り
、
み
て
も
覚
え
て
い
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た

り
す
る
か
ら
、
あ
ま
り
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。

　

　
江
戸
時
代
に
は
、
縁
起
の
よ
い
初
夢
を
み
る
た
め
に
、
図
の
よ
う
な
絵
を
枕
の

下
に
敷
き
、
次
の
和
歌
（
廻
文
に
な
っ
て
い
る
）
を
三
回
唱
え
て
寝
た
と
い
う
。

「
長
き
夜
の
遠
の
眠
り
の
皆
目
覚
め
　
波
乗
り
舟
の
音
の
良
き
か
な
」

（
な
が
き
よ
の
　
と
お
の
ね
ぶ
り
の
み
な
め
ざ
め
　
な
み
の
り
ぶ
ね
の
お
と
の
よ
き

か
な
）

　
福
神
が
龍
頭
の
舟
に
乗
り
、恵
比
寿
が
鯛
を
釣
り
上
げ
、千
年
長
寿
の
鶴
が
飛
び
、

万
年
長
寿
の
蓑
亀
が
舟
に
乗
り
込
も
う
と
し
て
い
る
と
い
う
、
め
で
た
い
も
の
尽

く
し
の
絵
で
あ
る
。
廻
文
の
マ
ジ
ナ
イ
和
歌
も
書
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
で
は
、
万
が
一
、
悪
夢
を
み
て
し
ま
っ
た
と
き
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。

　
子
ど
も
の
頃
、
親
に
「
バ
ク
が
食
べ
て
く
れ
る
よ
。
バ
ク
に
あ
げ
ま
す
、
と
言

う
ん
だ
よ
」
と
教
わ
り
、
上
野
動
物
園
で
初
め
て
バ
ク
を
み
た
と
き
は
、「
こ
の
バ

ク
が
こ
わ
い
夢
を
食
べ
て
く
れ
る
の
か
」
と
、
な
ん
だ
か
と
て
も
嬉
し
く
な
っ
た

記
憶
が
あ
る
。

「七福神宝船絵」葛飾北斎（江戸東京博物館所蔵）

　 

獏
は
古
代
中
国
の
伝
説
の
「
聖
獣
」
で
、
邪
気
を
払
い
悪
鬼
や
病
を
避
け
る
と

い
わ
れ
、
そ
の
姿
は
こ
れ
ま
た
諸
説
が
あ
る
が
、
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
た
書
物
に

よ
れ
ば
、
象
の
鼻
・
犀
の
目
・
牛
の
尾
・
虎
の
脚
を
持
つ
と
い
う
。
動
物
の
バ
ク

は
伝
説
の
獏
に
似
て
い
る
た
め
に
こ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
。
日
本
で
も
獏
は
邪

気
を
払
う
神
聖
な
生
き
物
と
考
え
ら
れ
、
寺
社
建
築
の
「
木
鼻
」
に
も
た
く
さ
ん

彫
刻
さ
れ
た
。
象
の
木
鼻
と
似
て
い
る
が
、
木
鼻
の
獏
は
耳
が
小
さ
く
て
立
っ
て

お
り
、
目
も
丸
く
、
巻
き
毛
で
、
前
脚
が
獅
子
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
象
と
異
な
る
。

　
悪
夢
を
食
べ
る
と
い
う
御
利
益
は
日
本
で
付
け
加
え
ら
れ
た
ら
し
い
。

　
江
戸
時
代
に
は
獏
の
描
か
れ
た
紙
を
枕
の
下
に
敷
い
た
り
、
獏
の
絵
を
描
い
た

枕
を
使
っ
た
り
し
た
。
七
福
神
の
宝
船
の
帆
に
「
獏
」
と
書
か
れ
た
宝
船
絵
も
現

存
す
る
。
植
物
の
南
天
（
な
ん
て
ん
）
も
「
難
を
転
ず
る
＝
な
ん
て
ん
」
で
、
縁

起
も
の
と
さ
れ
た
か
ら
、
獏
と
共
に
描
か
れ
た
。
写
真
の
箱
枕
の
意
匠
が
南
天
獏

で
あ
る
。

　
宝
船
の
絵
を
敷
き
、
和
歌
を
唱
え
、
南
天
獏
の
絵
も
置
い
て
、
万
全
の
備
え
を

し
て
そ
れ
で
も
悪
夢
を
み
て
し
ま
っ
た
ら･･･

「
こ
の
夢
を
獏
に
あ
げ
ま
す
」
と
唱

え
れ
ば
、
悪
夢
転
じ
て
吉
夢
と
な
る
、
は
ず
で
あ
る
。
　（
文
／
た
ま
い
・
ゆ
か
り
）
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寝
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る
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を
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こ
と
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験
で
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
床
に
着
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と
き
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は
極
力
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。
そ
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も
、
目
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息
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こ
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、そ
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記
憶
に
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幕
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不
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。
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、
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っ
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に
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の
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で
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そ
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ら
の
中
で
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、
今
の
と
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、
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徳
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年
（
一
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一
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刊
行
の
「
諸
夢
吉
凶

和
語
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」
が
最
も
古
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
幕
末
ま
で
多
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の
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の
初
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に
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日
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日
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に
初
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に
み
た
夢
、な
ど
諸
説
が
あ
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が
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よ
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と
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。
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秘
的
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
い
っ
そ
う
、
よ

い
夢
を
み
た
い
と
い
う
願
望
は
強
か
っ
た
し
、
み
た
夢
に
意
味
を
持
た
せ
て
「
占
う
」

こ
と
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
夢
占
い
・
夢
判
断
の
書
物
は
、
平
安
時
代
の
初
め
に
は
す
で
に
中
国
か
ら
日
本
に

入
っ
て
き
て
、
陰
陽
師
に
よ
っ
て
宮
中
か
ら
宮
廷
の
外
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
た
だ
し
、庶
民
の
間
に
夢
占
い
の
本
が
本
格
的
に
広
ま
っ
た
の
は
江
戸
時
代
で
、

そ
れ
ら
の
中
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
刊
行
の
「
諸
夢
吉
凶

和
語
鈔
」
が
最
も
古
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
幕
末
ま
で
多
く
の
夢
占
い
書
が
刊
行
さ

れ
て
い
る
。

　　
一
年
の
初
め
に
い
か
に
縁
起
の
よ
い
夢
を
み
る
か
。

　「
初
夢
」
は
、元
日
の
朝
、二
日
の
朝
、正
月
に
初
め
に
み
た
夢
、な
ど
諸
説
が
あ
る
が
、

二
日
の
朝
、
三
日
の
朝
と
い
う
の
が
現
在
で
は
定
着
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
日
に
夢
を
み
な
か
っ
た
り
、
み
て
も
覚
え
て
い
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た

り
す
る
か
ら
、
あ
ま
り
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。

　

　
江
戸
時
代
に
は
、
縁
起
の
よ
い
初
夢
を
み
る
た
め
に
、
図
の
よ
う
な
絵
を
枕
の

下
に
敷
き
、
次
の
和
歌
（
廻
文
に
な
っ
て
い
る
）
を
三
回
唱
え
て
寝
た
と
い
う
。

「
長
き
夜
の
遠
の
眠
り
の
皆
目
覚
め
　
波
乗
り
舟
の
音
の
良
き
か
な
」

（
な
が
き
よ
の
　
と
お
の
ね
ぶ
り
の
み
な
め
ざ
め
　
な
み
の
り
ぶ
ね
の
お
と
の
よ
き

か
な
）

　
福
神
が
龍
頭
の
舟
に
乗
り
、恵
比
寿
が
鯛
を
釣
り
上
げ
、千
年
長
寿
の
鶴
が
飛
び
、

万
年
長
寿
の
蓑
亀
が
舟
に
乗
り
込
も
う
と
し
て
い
る
と
い
う
、
め
で
た
い
も
の
尽

く
し
の
絵
で
あ
る
。
廻
文
の
マ
ジ
ナ
イ
和
歌
も
書
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
で
は
、
万
が
一
、
悪
夢
を
み
て
し
ま
っ
た
と
き
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。

　
子
ど
も
の
頃
、
親
に
「
バ
ク
が
食
べ
て
く
れ
る
よ
。
バ
ク
に
あ
げ
ま
す
、
と
言

う
ん
だ
よ
」
と
教
わ
り
、
上
野
動
物
園
で
初
め
て
バ
ク
を
み
た
と
き
は
、「
こ
の
バ

ク
が
こ
わ
い
夢
を
食
べ
て
く
れ
る
の
か
」
と
、
な
ん
だ
か
と
て
も
嬉
し
く
な
っ
た

記
憶
が
あ
る
。

（写真右上）マレーバク
〈広島市安佐動物公園　website より〉

（写真左上）獏の木鼻 
京都市 北野天満宮三光門

〈いこまいけ高岡 website より〉

（写真左）南天獏蒔絵枕：18 世紀
大名家の婚礼道具。初夜儀礼に使われた。

〈東京国立博物館研究情報アーカイブスより〉

北斎漫画「獏」葛飾北斎
〈国会図書館デジタルコレクション〉

　 

獏
は
古
代
中
国
の
伝
説
の
「
聖
獣
」
で
、
邪
気
を
払
い
悪
鬼
や
病
を
避
け
る
と

い
わ
れ
、
そ
の
姿
は
こ
れ
ま
た
諸
説
が
あ
る
が
、
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
た
書
物
に

よ
れ
ば
、
象
の
鼻
・
犀
の
目
・
牛
の
尾
・
虎
の
脚
を
持
つ
と
い
う
。
動
物
の
バ
ク

は
伝
説
の
獏
に
似
て
い
る
た
め
に
こ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
。
日
本
で
も
獏
は
邪

気
を
払
う
神
聖
な
生
き
物
と
考
え
ら
れ
、
寺
社
建
築
の
「
木
鼻
」
に
も
た
く
さ
ん

彫
刻
さ
れ
た
。
象
の
木
鼻
と
似
て
い
る
が
、
木
鼻
の
獏
は
耳
が
小
さ
く
て
立
っ
て

お
り
、
目
も
丸
く
、
巻
き
毛
で
、
前
脚
が
獅
子
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
象
と
異
な
る
。

　
悪
夢
を
食
べ
る
と
い
う
御
利
益
は
日
本
で
付
け
加
え
ら
れ
た
ら
し
い
。

　
江
戸
時
代
に
は
獏
の
描
か
れ
た
紙
を
枕
の
下
に
敷
い
た
り
、
獏
の
絵
を
描
い
た

枕
を
使
っ
た
り
し
た
。
七
福
神
の
宝
船
の
帆
に
「
獏
」
と
書
か
れ
た
宝
船
絵
も
現

存
す
る
。
植
物
の
南
天
（
な
ん
て
ん
）
も
「
難
を
転
ず
る
＝
な
ん
て
ん
」
で
、
縁

起
も
の
と
さ
れ
た
か
ら
、
獏
と
共
に
描
か
れ
た
。
写
真
の
箱
枕
の
意
匠
が
南
天
獏

で
あ
る
。

　
宝
船
の
絵
を
敷
き
、
和
歌
を
唱
え
、
南
天
獏
の
絵
も
置
い
て
、
万
全
の
備
え
を

し
て
そ
れ
で
も
悪
夢
を
み
て
し
ま
っ
た
ら･･･

「
こ
の
夢
を
獏
に
あ
げ
ま
す
」
と
唱

え
れ
ば
、
悪
夢
転
じ
て
吉
夢
と
な
る
、
は
ず
で
あ
る
。
　（
文
／
た
ま
い
・
ゆ
か
り
）
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養
蚕
と
は
、
蚕
蛾
の
幼
虫
を
育
て
て
、
蛹
の
入
っ

た
繭
を
収
穫
す
る
と
い
う
農
業
で
す
。
そ
の
後
、
繭

か
ら
繰
り
取
ら
れ
た
生
糸
を
使
っ
て
絹
織
物
な
ど
が

作
ら
れ
ま
す
。

「
あ
る
夜
の
夢
に
我
に
食
を
あ
た
へ
よ
後
か
な
ら
ず
汝

の
た
め
に
恩
を
報
ず
べ
し
と
、
夜
明
て
か
ら
び
つ
を

開
き
け
れ
ば
あ
り
し
御
形
は
水
と
け
し
て
、
小
虫
と

な
っ
て
あ
り
け
り
」（「
常
州
蚕
影
山
略
縁
起
」
慶
応

元
年
）

   

こ
れ
は
蚕
影
神
社
の
由
来
を
伝
え
る
金
色
姫
伝
説

の
一
部
で
す
。
天
竺
か
ら
漂
着
し
た
金
色
姫
（
十
歳

ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
）
を
権
太
夫
夫
妻

が
助
け
た
の
で
す
が
、
金
色
姫
は
残
念
な
こ
と
に
亡
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
夜
に
権
太
夫
が
夢
を
見
た
。

そ
の
中
に
金
色
姫
が
現
れ
て
、
恩
返
し
の
た
め
に
小
虫

＝
蚕
（
か
い
こ
）
と
な
っ
た
と
い
う
部
分
で
す
。
そ
れ

か
ら
権
太
夫
夫
妻
は
、
金
色
姫
か
ら
繭
を
収
穫
す
る
ま

で
の
技
術
を
学
び
日
本
に
お
い
て
初
め
て
養
蚕
を
行
な

い
広
め
た
と
い
う
こ
と
で
、
蚕
影
山
大
神
の
掛
軸
に
は
、

金
色
姫
と
と
も
に
養
蚕
祖
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

    

こ
の
夢
の
お
告
げ
か
ら
始
ま
っ
た
と
も
い
え
る
蚕
影

信
仰
は
、
江
戸
時
代
か
ら
国
内
に
広
ま
り
、
特
に
養
蚕

が
国
策
と
し
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
明
治
時
代
に
な
る

と
蚕
影
様
を
守
護
神
と
し
て
祀
る
養
蚕
農
家
や
地
域
が

増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
そ
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
寺
社
な
ど
の
場

所
は
三
百
ヶ
所
以
上
が
確
認
で
き
ま
す
。
弥
生
神
社
境

内
に
祀
ら
れ
て
い
る
蚕
影
神
社
も
そ
の
一
つ
で
す
。
北

は
山
形
県
か
ら
西
は
京
都
府
ま
で
の
分
布
が
み
ら
れ
ま

す
が
、
そ
の
多
く
は
図
に
あ
る
よ
う
に
関
東
か
ら
長
野

県
に
か
け
て
集
中
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、

筑
波
山
麓
に
あ
る
蚕
影
神
社
（
本
社
）、
あ
る
い
は
別
当

で
あ
る
桑
林
寺
か
ら
分
霊
を
受
け
て
祀
ら
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
分
布
か
ら
特
徴
的
に
う
か
が
え
る
こ
と

は
、
群
馬
県
や
長
野
県
な
ど
養
蚕
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ

た
地
域
か
ら
貿
易
港
で
あ
る
横
浜
に
向
け
て
生
糸
な
ど

が
出
荷
さ
れ
た
「
日
本
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
と
よ
ば
れ

る
一
帯
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
山
間
部
な
ど

の
畑
作
地
域
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
稲
作
に
向

い
て
い
な
い
斜
面
地
や
台
地
、
河
原
な
ど
に
桑
畑
が
開

か
れ
、
養
蚕
は
現
金
収
入
を
得
ら
れ
る
農
業
と
し
て
奨

励
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
代
に
暮
ら
し
を
支
え
る
信
仰

の
ひ
と
つ
と
し
て
蚕
影
神
が
迎
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で

す
。

   

茨
城
県
取
手
市
に
あ
る
大
聖
寺
は
、
不
動
明
王
を
祀

る
真
言
宗
の
寺
院
で
す
。
こ
の
境
内
に「
蚕
影
山
神
社
」

と
刻
ま
れ
た
石
塔
が
建
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
寺
の
信
者

で
あ
っ
た
中
村
熊
次
郎
が
明
治
三
十
三
年
に
建
立
し
た

も
の
で
す
。
中
村
家
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
清
酒
醸
造

を
し
て
い
ま
し
た
が
、
弘
化
元
年
か
ら
養
蚕
も
始
め
て

い
ま
す
。
明
治
時
代
に
な
り
熊
次
郎
の
代
に
は
、
勧
業

博
覧
会
に
出
品
し
た
繭
が
褒
状
を
受
け
る
ほ
ど
に
養
蚕

で
成
功
し
ま
し
た
。
そ
の
資
産
を
使
っ
て
学
校
を
建
設

し
寄
贈
す
る
な
ど
、
地
域
開
発
に
貢
献
す
る
名
士
と
し

て
知
ら
れ
た
養
蚕
家
だ
っ
た
の
で
す
。

    

そ
ん
な
熊
次
郎
が
ど
う
し
て
蚕
影
山
を
勧
請
し
た

の
か
は
記
録
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
教
育
や
福
祉
な
ど

人
々
の
生
活
の
基
礎
を
築
き
地
域
を
豊
か
に
し
て
い
く

た
め
に
は
、
養
蚕
・
製
糸
業
の
発
展
が
不
可
欠
で
あ
る

と
考
え
、
ま
だ
未
熟
で
あ
っ
た
養
蚕
業
と
そ
の
従
事
者

の
暮
ら
し
を
守
り
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
勧
請
し
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
同
じ
境
内
に
は
、
熊
次
郎
が
明
治
三
十
四
年
に

建
立
し
た
「
蚕
霊
供
養
塔
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
銘
文

に
は
、「
明
治
二
十
四
年
か
ら
製
糸
業
を
営
む
が
、
蚕

虫
を
踏
み
殺
し
、
蛹
を
蒸
し
殺
す
数
は
お
び
た
だ
し
く
、

国
家
繁
栄
の
た
め
と
は
い
え
人
情
と
し
て
忍
び
が
た

し
。
ゆ
え
に
、
こ
の
蚕
霊
塔
を
中
村
家
の
氏
神
で
あ
る

不
動
尊
に
立
て
る
」
と
あ
り
ま
す
。
蛹
が
成
虫
に
な
り
、

繭
に
穴
を
開
け
て
出
て
し
ま
う
と
、
製
糸
場
で
繭
か
ら

糸
を
繰
り
取
る
作
業
に
支
障
が
あ
る
た
め
、
事
前
に
繭

を
煮
て
蛹
を
殺
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
製
糸
場
で
は
、

そ
の
数
が
膨
大
に
な
る
た
め
、
殺
生
に
耐
え
ら
れ
な
い

と
養
蚕
を
や
め
て
し
ま
う
農
家
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
事
業
者
や
養
蚕
組
合
な
ど
が
こ
う
し
た
石
塔
な

ど
を
建
て
て
、
そ
の
前
で
慰
霊
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
ま

し
た
。

    

権
太
夫
の
夢
に
現
れ
た
金
色
姫
は
、
小
虫
＝
蚕
と
な

り
養
蚕
を
伝
え
ま
し
た
。
そ
の
命
を
い
た
だ
い
て
、
日

本
は
大
き
く
経
済
発
展
を
遂
げ
、
途
上
国
か
ら
先
進
国

へ
と
飛
躍
す
る
基
礎
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

ま
た
産
業
の
面
だ
け
で
な
く
、
信
仰
と
結
び
つ
い
た
文

化
の
面
で
も
人
々
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
彩
っ
て
き
ま
し

た
。
今
で
は
、
ま
る
で
一
夜
の
夢
の
よ
う
に
忘
れ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
シ
ル
ク
の
時
代
で
す
が
、
そ
れ
は
決
し
て

遠
い
昔
の
出
来
事
で
は
な
い
の
で
す
。  

↑蚕影神社絵馬　
　唐櫃（からびつ＝棺）を開けて見る夫妻

←←神奈川県養蚕センターの跡地に残る
　　供養塔（海老名市）

←大聖寺境内に立つ
　「蚕影山神社」と刻まれた石塔
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ク
民
俗
研
究
会
カ
イ
コ
ロ
ー
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　 H

P :  http://w
w

w
.kaikologs.org/ 

蚕
の
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養
蚕
と
は
、
蚕
蛾
の
幼
虫
を
育
て
て
、
蛹
の
入
っ

た
繭
を
収
穫
す
る
と
い
う
農
業
で
す
。
そ
の
後
、
繭

か
ら
繰
り
取
ら
れ
た
生
糸
を
使
っ
て
絹
織
物
な
ど
が

作
ら
れ
ま
す
。

「
あ
る
夜
の
夢
に
我
に
食
を
あ
た
へ
よ
後
か
な
ら
ず
汝

の
た
め
に
恩
を
報
ず
べ
し
と
、
夜
明
て
か
ら
び
つ
を

開
き
け
れ
ば
あ
り
し
御
形
は
水
と
け
し
て
、
小
虫
と

な
っ
て
あ
り
け
り
」（「
常
州
蚕
影
山
略
縁
起
」
慶
応

元
年
）

   

こ
れ
は
蚕
影
神
社
の
由
来
を
伝
え
る
金
色
姫
伝
説

の
一
部
で
す
。
天
竺
か
ら
漂
着
し
た
金
色
姫
（
十
歳

ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
）
を
権
太
夫
夫
妻

が
助
け
た
の
で
す
が
、
金
色
姫
は
残
念
な
こ
と
に
亡
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
夜
に
権
太
夫
が
夢
を
見
た
。

そ
の
中
に
金
色
姫
が
現
れ
て
、
恩
返
し
の
た
め
に
小
虫

＝
蚕
（
か
い
こ
）
と
な
っ
た
と
い
う
部
分
で
す
。
そ
れ

か
ら
権
太
夫
夫
妻
は
、
金
色
姫
か
ら
繭
を
収
穫
す
る
ま

で
の
技
術
を
学
び
日
本
に
お
い
て
初
め
て
養
蚕
を
行
な

い
広
め
た
と
い
う
こ
と
で
、
蚕
影
山
大
神
の
掛
軸
に
は
、

金
色
姫
と
と
も
に
養
蚕
祖
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

    

こ
の
夢
の
お
告
げ
か
ら
始
ま
っ
た
と
も
い
え
る
蚕
影

信
仰
は
、
江
戸
時
代
か
ら
国
内
に
広
ま
り
、
特
に
養
蚕

が
国
策
と
し
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
明
治
時
代
に
な
る

と
蚕
影
様
を
守
護
神
と
し
て
祀
る
養
蚕
農
家
や
地
域
が

増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
そ
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
寺
社
な
ど
の
場

所
は
三
百
ヶ
所
以
上
が
確
認
で
き
ま
す
。
弥
生
神
社
境

内
に
祀
ら
れ
て
い
る
蚕
影
神
社
も
そ
の
一
つ
で
す
。
北

は
山
形
県
か
ら
西
は
京
都
府
ま
で
の
分
布
が
み
ら
れ
ま

す
が
、
そ
の
多
く
は
図
に
あ
る
よ
う
に
関
東
か
ら
長
野

県
に
か
け
て
集
中
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、

筑
波
山
麓
に
あ
る
蚕
影
神
社
（
本
社
）、
あ
る
い
は
別
当

で
あ
る
桑
林
寺
か
ら
分
霊
を
受
け
て
祀
ら
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
分
布
か
ら
特
徴
的
に
う
か
が
え
る
こ
と

は
、
群
馬
県
や
長
野
県
な
ど
養
蚕
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ

た
地
域
か
ら
貿
易
港
で
あ
る
横
浜
に
向
け
て
生
糸
な
ど

が
出
荷
さ
れ
た
「
日
本
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
と
よ
ば
れ

蚕
影
神
を
祀
る
寺
社
の
分
布
図
（
シ
ル
ク
民
俗
研
究
会
カ
イ
コ
ロ
ー
グ
）

蚕
影
神
社
掛
軸

（
五
）
蚕
影
信
仰
は
夢
の
お
告
げ
か
ら

　
　  

始
ま
っ
た

こ
か
げ



1312

　
養
蚕
と
は
、
蚕
蛾
の
幼
虫
を
育
て
て
、
蛹
の
入
っ

た
繭
を
収
穫
す
る
と
い
う
農
業
で
す
。
そ
の
後
、
繭

か
ら
繰
り
取
ら
れ
た
生
糸
を
使
っ
て
絹
織
物
な
ど
が

作
ら
れ
ま
す
。

「
あ
る
夜
の
夢
に
我
に
食
を
あ
た
へ
よ
後
か
な
ら
ず
汝

の
た
め
に
恩
を
報
ず
べ
し
と
、
夜
明
て
か
ら
び
つ
を

開
き
け
れ
ば
あ
り
し
御
形
は
水
と
け
し
て
、
小
虫
と

な
っ
て
あ
り
け
り
」（「
常
州
蚕
影
山
略
縁
起
」
慶
応

元
年
）

   

こ
れ
は
蚕
影
神
社
の
由
来
を
伝
え
る
金
色
姫
伝
説

の
一
部
で
す
。
天
竺
か
ら
漂
着
し
た
金
色
姫
（
十
歳

ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
）
を
権
太
夫
夫
妻

が
助
け
た
の
で
す
が
、
金
色
姫
は
残
念
な
こ
と
に
亡
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
夜
に
権
太
夫
が
夢
を
見
た
。

そ
の
中
に
金
色
姫
が
現
れ
て
、
恩
返
し
の
た
め
に
小
虫

＝
蚕
（
か
い
こ
）
と
な
っ
た
と
い
う
部
分
で
す
。
そ
れ

か
ら
権
太
夫
夫
妻
は
、
金
色
姫
か
ら
繭
を
収
穫
す
る
ま

で
の
技
術
を
学
び
日
本
に
お
い
て
初
め
て
養
蚕
を
行
な

い
広
め
た
と
い
う
こ
と
で
、
蚕
影
山
大
神
の
掛
軸
に
は
、

金
色
姫
と
と
も
に
養
蚕
祖
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

    

こ
の
夢
の
お
告
げ
か
ら
始
ま
っ
た
と
も
い
え
る
蚕
影

信
仰
は
、
江
戸
時
代
か
ら
国
内
に
広
ま
り
、
特
に
養
蚕

が
国
策
と
し
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
明
治
時
代
に
な
る

と
蚕
影
様
を
守
護
神
と
し
て
祀
る
養
蚕
農
家
や
地
域
が

増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
そ
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
寺
社
な
ど
の
場

所
は
三
百
ヶ
所
以
上
が
確
認
で
き
ま
す
。
弥
生
神
社
境

内
に
祀
ら
れ
て
い
る
蚕
影
神
社
も
そ
の
一
つ
で
す
。
北

は
山
形
県
か
ら
西
は
京
都
府
ま
で
の
分
布
が
み
ら
れ
ま

す
が
、
そ
の
多
く
は
図
に
あ
る
よ
う
に
関
東
か
ら
長
野

県
に
か
け
て
集
中
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、

筑
波
山
麓
に
あ
る
蚕
影
神
社
（
本
社
）、
あ
る
い
は
別
当

で
あ
る
桑
林
寺
か
ら
分
霊
を
受
け
て
祀
ら
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
分
布
か
ら
特
徴
的
に
う
か
が
え
る
こ
と

は
、
群
馬
県
や
長
野
県
な
ど
養
蚕
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ

た
地
域
か
ら
貿
易
港
で
あ
る
横
浜
に
向
け
て
生
糸
な
ど

が
出
荷
さ
れ
た
「
日
本
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
と
よ
ば
れ

る
一
帯
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
山
間
部
な
ど

の
畑
作
地
域
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
稲
作
に
向

い
て
い
な
い
斜
面
地
や
台
地
、
河
原
な
ど
に
桑
畑
が
開

か
れ
、
養
蚕
は
現
金
収
入
を
得
ら
れ
る
農
業
と
し
て
奨

励
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
代
に
暮
ら
し
を
支
え
る
信
仰

の
ひ
と
つ
と
し
て
蚕
影
神
が
迎
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で

す
。

   

茨
城
県
取
手
市
に
あ
る
大
聖
寺
は
、
不
動
明
王
を
祀

る
真
言
宗
の
寺
院
で
す
。
こ
の
境
内
に「
蚕
影
山
神
社
」

と
刻
ま
れ
た
石
塔
が
建
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
寺
の
信
者

で
あ
っ
た
中
村
熊
次
郎
が
明
治
三
十
三
年
に
建
立
し
た

も
の
で
す
。
中
村
家
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
清
酒
醸
造

を
し
て
い
ま
し
た
が
、
弘
化
元
年
か
ら
養
蚕
も
始
め
て

い
ま
す
。
明
治
時
代
に
な
り
熊
次
郎
の
代
に
は
、
勧
業

博
覧
会
に
出
品
し
た
繭
が
褒
状
を
受
け
る
ほ
ど
に
養
蚕

で
成
功
し
ま
し
た
。
そ
の
資
産
を
使
っ
て
学
校
を
建
設

し
寄
贈
す
る
な
ど
、
地
域
開
発
に
貢
献
す
る
名
士
と
し

て
知
ら
れ
た
養
蚕
家
だ
っ
た
の
で
す
。

    

そ
ん
な
熊
次
郎
が
ど
う
し
て
蚕
影
山
を
勧
請
し
た

の
か
は
記
録
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
教
育
や
福
祉
な
ど

人
々
の
生
活
の
基
礎
を
築
き
地
域
を
豊
か
に
し
て
い
く

た
め
に
は
、
養
蚕
・
製
糸
業
の
発
展
が
不
可
欠
で
あ
る

と
考
え
、
ま
だ
未
熟
で
あ
っ
た
養
蚕
業
と
そ
の
従
事
者

の
暮
ら
し
を
守
り
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
勧
請
し
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
同
じ
境
内
に
は
、
熊
次
郎
が
明
治
三
十
四
年
に

建
立
し
た
「
蚕
霊
供
養
塔
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
銘
文

に
は
、「
明
治
二
十
四
年
か
ら
製
糸
業
を
営
む
が
、
蚕

虫
を
踏
み
殺
し
、
蛹
を
蒸
し
殺
す
数
は
お
び
た
だ
し
く
、

国
家
繁
栄
の
た
め
と
は
い
え
人
情
と
し
て
忍
び
が
た

し
。
ゆ
え
に
、
こ
の
蚕
霊
塔
を
中
村
家
の
氏
神
で
あ
る

不
動
尊
に
立
て
る
」
と
あ
り
ま
す
。
蛹
が
成
虫
に
な
り
、

繭
に
穴
を
開
け
て
出
て
し
ま
う
と
、
製
糸
場
で
繭
か
ら

糸
を
繰
り
取
る
作
業
に
支
障
が
あ
る
た
め
、
事
前
に
繭

を
煮
て
蛹
を
殺
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
製
糸
場
で
は
、

そ
の
数
が
膨
大
に
な
る
た
め
、
殺
生
に
耐
え
ら
れ
な
い

と
養
蚕
を
や
め
て
し
ま
う
農
家
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
事
業
者
や
養
蚕
組
合
な
ど
が
こ
う
し
た
石
塔
な

ど
を
建
て
て
、
そ
の
前
で
慰
霊
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
ま

し
た
。

    

権
太
夫
の
夢
に
現
れ
た
金
色
姫
は
、
小
虫
＝
蚕
と
な

り
養
蚕
を
伝
え
ま
し
た
。
そ
の
命
を
い
た
だ
い
て
、
日

本
は
大
き
く
経
済
発
展
を
遂
げ
、
途
上
国
か
ら
先
進
国

へ
と
飛
躍
す
る
基
礎
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

ま
た
産
業
の
面
だ
け
で
な
く
、
信
仰
と
結
び
つ
い
た
文

化
の
面
で
も
人
々
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
彩
っ
て
き
ま
し

た
。
今
で
は
、
ま
る
で
一
夜
の
夢
の
よ
う
に
忘
れ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
シ
ル
ク
の
時
代
で
す
が
、
そ
れ
は
決
し
て

遠
い
昔
の
出
来
事
で
は
な
い
の
で
す
。  

↑蚕影神社絵馬　
　唐櫃（からびつ＝棺）を開けて見る夫妻

←←神奈川県養蚕センターの跡地に残る
　　供養塔（海老名市）

←大聖寺境内に立つ
　「蚕影山神社」と刻まれた石塔

シ
ル
ク
民
俗
研
究
会
カ
イ
コ
ロ
ー
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　 H

P :  http://w
w

w
.kaikologs.org/ 
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本
を
読
む
。

夢
の
日
本
史  

　
　
劇
団
四
季
か
ら
世
界
へ

酒
井 

紀
美
／
著

勉
誠
出
版
（2017.5

）

文
章
や
絵
画
に
様
々
な
形
で
記

さ
れ
た
日
本
人
の
夢
。
本
書
で

は
そ
の
記
録
を
手
が
か
り
に
当

時
の
人
々
が
夢
を
ど
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の

か
、
ま
た
夢
を
め
ぐ
っ
て
ど
の

よ
う
な
「
文
化
的
装
置
（
仕
掛

け
）」
を
作
り
出
し
て
き
た
か

を
探
り
ま
す
。「
夢
語
り
」
か

ら
見
た
も
う
一
つ
の
日
本
史
で

す
。

夢
の
分
析 

　
生
成
す
る
〈
私
〉
の
根
源

川
嵜 

克
哲
／
著

講
談
社
（2005.1

）

古
代
に
は
神
託
と
し
て「
意
味
」

そ
の
も
の
だ
っ
た
夢
。
科
学
的

な
世
界
観
が
定
着
す
る
に
つ

れ
、
睡
眠
中
に
処
理
さ
れ
る
脳

内
ノ
イ
ズ
と
み
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
と
の
こ
と
。

仕
切
り
の
な
い
ト
イ
レ
の
夢
、

海
に
落
ち
て
沈
ん
で
い
く

夢
・
・
・
古
代
か
ら
現
代
に
至

る
人
々
の
夢
を
辿
り
、
近
代
的

な
主
体
の
誕
生
を
探
り
ま
す
。

ア
リ
ス
の
ふ
し
ぎ
な
夢

ル
イ
ス  

キ
ャ
ロ
ル｠ 

／
著
マ
ル
ト 

ス
ガ
ン=

フ
ォ
ン
ト｠

／
イ
ラ
ス
ト

す
え
ま
つ 

ひ
み
こ
／
訳｠

西
村
書
店
（2010.5

）

夢
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
　     

   

た
く
さ
ん
の
ふ
し
ぎ
傑
作
集

村
瀬 

学
／
著

杉
浦 

範
茂
／
イ
ラ
ス
ト

福
音
館
書
店
（1989.3

）

「
夢
」
を
考
え
る
五
冊
を
選
び
ま
し
た
。
彼
方
か
ら
届
く
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
、

脳
に
よ
る
記
憶
処
理
の
現
わ
れ
か
。「
夢
」
の
捉
え
方
、
そ
し
て
そ
の
影
響

は
時
代
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
よ
う
で
す
。「
夢
」
を
考
え
る
こ
と
は
、

「
現
実
」を
裏
打
ち
す
る
も
の
は
何
か
、と
問
う
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

小
河
洋
友

（
お
が
わ
・
ひ
ろ
と
も
／
図
書
館
司
書
）

「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
を
子
ど

も
向
け
に
書
き
改
め
た
絵
本
。
原

著
者
で
あ
る
ル
イ
ス 

キ
ャ
ロ
ル
が

手
が
け
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
白

ウ
サ
ギ
が
一
匹
大
い
そ
ぎ
で
か
け

て
き
て
、
上
着
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら

時
計
を
と
り
出
す…

あ
の
シ
ー
ン

か
ら
物
語
り
が
は
じ
ま
り
ま
す
。｠｠

ア
リ
ス
の
ふ
し
ぎ
な
世
界
を
美
し

い
絵
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

悪
夢
障
害 

西
多 

昌
規
／
著

幻
冬
舎 （2015.9

）

悪
夢
に
う
な
さ
れ
て
疲
労
が
抜

け
な
か
っ
た
経
験
は
誰
し
も
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
極
度
に
不
快
な
夢
を
繰
り
返

し
見
る
こ
と
で
睡
眠
が
妨
げ
ら

れ
日
常
生
活
に
支
障
が
出
る
」

病
を
「
悪
夢
障
害
」
と
呼
ぶ
と

の
こ
と
。
う
つ
病
の
前
兆
な
の

か
？
ス
ト
レ
ス
過
多
な
の
か
？

悪
夢
に
つ
い
て
網
羅
的
に
考
え

る
一
冊
で
す
。

刊
行
以
来
子
ど
も
た
ち
に
読
み

継
が
れ
て
き
た
名
作
絵
本
で

す
。
荘
子
や
聖
徳
太
子
が
見
た

ふ
し
ぎ
な
夢
、
現
代
の
子
ど
も

た
ち
が
見
た
お
か
し
な
夢
を
紹

介
し
な
が
ら
「
夢
っ
て
な
ん
だ

ろ
う
」
と
考
え
を
膨
ら
ま
せ
て

い
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
見

る
夢
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
と

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
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花
椒
の
夢
　

　　
花
椒
、
と
聞
い
て
、「
あ
あ,

あ
の
痺
れ
る
や
つ
ね
」
と
ピ
ン
と
く
る
方
は
ど

れ
く
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
で
知
ら
れ
る
代
表
的
な
使
い
方
は

麻
婆
豆
腐
に
入
れ
る
と
い
う
も
の
ら
し
い
が
、
私
は
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
。
先
日

中
国
の
四
川
省
あ
た
り
に
行
っ
て
、
道
端
の
店
で
適
当
な
麺
を
食
べ
て
い
た
ら
次

第
に
唇
が
痺
れ
て
き
て
、
そ
れ
は
こ
の
花
椒
に
よ
る
作
用
だ
っ
た
ら
し
い
の
だ
。

辛
さ
の
質
も
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
よ
う
な
ひ
り
ひ
り
す
る
辛
さ
と
は
違
う
爽
快
感
の

あ
る
辛
さ
で
、
香
り
も
と
て
も
よ
く
、
大
好
き
に
な
っ
て
花
椒
の
大
袋
を
手
に
入

れ
て
帰
国
し
た
。
し
か
し
大
袋
な
ど
手
に
入
れ
た
も
の
の
、
一
度
に
そ
ん
な
に
大

量
に
消
費
で
き
る
も
の
で
も
な
く
、
し
か
も
早
く
使
わ
な
い
と
風
味
が
落
ち
て
し

ま
う
の
で
は
、
と
の
強
迫
観
念
に
も
か
ら
れ
、
今
、
毎
日
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
投
入

し
て
み
て
い
る
。
挽
い
て
納
豆
に
ま
ぜ
る
。
卵
か
け
ご
は
ん
に
ま
ぜ
る
。
チ
ー
ズ

ト
ー
ス
ト
に
ふ
り
か
け
る
。
丸
の
ま
ま
焼
肉
と
一
緒
に
口
に
入
れ
て
み
る
。
生
野

菜
と
い
っ
し
ょ
に
口
に
入
れ
て
み
る
。
パ
ス
タ
ソ
ー
ス
に
も
入
れ
、
ケ
ー
キ
に
も

混
ぜ
込
み
・
・
・
漬
物
や
オ
イ
ル
の
香
り
づ
け
・
・
・
ま
だ
出
来
る
こ
と
は
あ
る

だ
ろ
う
か
。
ふ
り
か
け
？
ス
パ
イ
ス
テ
ィ
ー
？

・
・
・
つ
い
花
椒
の
こ
と
だ
け
を
長
々
と
書
い
て
し
ま
っ
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
、

こ
の
中
国
旅
で
い
く
つ
か
の
仏
像
や
神
々
の
彫
ら
れ
た
石
彫
を
見
て
改
め
て
強
く

感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
仏
と
い
う
の
は
、
人
間
を
助
け
て
く
れ
る
た

め
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
な
、
と
い
う
こ
と
だ
。
少
な
く
と
も
積
極
的
に

気
を
き
か
せ
て
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
と
か
、
こ
ち
ら
が
願
っ
た
こ
と
を
わ
か

り
や
す
く
か
な
え
て
く
れ
る
と
か
、そ
う
い
う
一
筋
縄
な
救
済
は
し
な
い
だ
ろ
う
、

旅
の
止
ま
り
木
・
９

痺れる麺が出来るのを待つ席からの眺め
（中国・重慶）

谷
口
明
子
（
陶
芸
家
）

と
い
う
の
は
彼
ら
の
尊
顔
を
じ
っ
く
り
拝
め
ば
拝
む
ほ
ど
確
信
と
な
っ
て
い
っ
た
。

余
計
な
こ
と
は
し
な
い
。
無
駄
に
残
酷
な
こ
と
は
し
な
い
が
、
今
の
感
覚
か
ら
す

る
と
残
酷
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
彼
ら
の
当
然
と
し
て
為
す
こ
と
は
多
々
あ
る
。

そ
う
思
わ
せ
る
顔
を
し
て
い
る
。
野
生
の
動
物
や
、
昔
の
人
間
は
、
少
し
こ
れ
に

近
い
質
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
存
在
感
に
触
れ
て
私
は
気
持

ち
に
風
が
通
る
の
を
感
じ
、
そ
う
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
が
救
い
？

と
思
っ
た
り
し
た
。

   

子
供
の
頃
、
寝
る
前
に
観
た
い
夢
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
て
そ
の
中
に
入
っ
て
寝
れ

ば
プ
ロ
グ
ラ
ム
通
り
の
夢
が
見
ら
れ
る
カ
プ
セ
ル
状
の
ベ
ッ
ド
が
あ
っ
た
ら
い
い

の
に
、
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
が
、
も
し
そ
の
よ
う
な
ベ
ッ
ド
が
あ
っ
た
と
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
見
る
夢
は
単
な
る
わ
か
り
き
っ
た
娯
楽
で
し
か
な
い
、
と
今
は
思

う
。
や
は
り
夢
は
自
分
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ず
、
神
仏
の
よ
う
な
超
越
し
た

何
か
が
現
実
の
磁
場
を
狂
わ
せ
た
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
に
遊
ば
せ
て
も
ら
う
時
空

で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
た
だ
、
願
わ
く
ば
そ
こ
に
味
覚
や
嗅
覚
等
も
同
期
で
き
た
ら

最
高
な
の
だ
が
。
花
椒
の
痺
れ
な
ど
も
。   

　（
文
・
写
真
／
た
に
ぐ
ち
・
あ
き
こ
）

Akiko Taniguchi 
HP : http://kinokocoffee.bitter.jp/

ホ
ア
ジ
ャ
オ
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私
は
こ
こ
数
年
の
間
に
、
夫
の
仕
事
の
都
合
で
ト
ル

コ
に
何
度
か
一
緒
に
行
く
機
会
が
あ
り
、
沢
山
の
人
達

と
家
族
ぐ
る
み
で
親
し
く
付
き
合
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ト
ル
コ
は
と
て
も
親
日
的
な
国
だ
と
耳
に
し
て
い

て
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
今
ま
で
全
く
縁
が
無
か
っ
た
の

で
、
初
め
は
う
ま
く
付
き
合
え
る
か
ど
う
か
不
安
も
あ

り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ト
ル
コ
女
性
の
手
先
の
器
用

さ
と
、
と
く
に
ス
カ
ー
フ
の
縁
に
編
み
付
け
る
レ
ー
ス

の
素
晴
ら
し
さ
に
気
が
付
い
て
か
ら
、
私
は
す
っ
か
り

ト
ル
コ
女
性
の
フ
ァ
ン
に
な
り
ま
し
た
。
彼
女
ら
の
人

柄
や
手
仕
事
に
つ
い
て
、
私
の
知
り
得
た
こ
と
を
お
話

し
ま
す
。

　
始
ま
り
は
、
ア
ン
タ
ル
ヤ
に
滞
在
中
に
出
会
っ
た
、Ｎ

さ
ん
と
い
う
日
本
女
性
で
す
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
手
織

り
の
店
を
開
い
て
い
る
人
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
、

尋
ね
て
み
ま
し
た
。
地
図
を
見
な
が
ら
探
し
回
っ
た
結

果
、
多
忙
の
た
め
に
も
う
営
業
し
て
い
な
い
と
い
う
Ｎ

さ
ん
の
店
を
探
し
当
て
ま
し
た
。（
写
真
１
）Ｎ
さ
ん
は
、

自
分
は
も
う
織
り
を
見
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
興

味
が
あ
る
な
ら
と
知
人
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。

トルコ女性の手仕事
上岡 和江上

岡  

和
江

写
真
１
　
Ｎ
さ
ん
と
ご
主
人

の
弟
さ
ん
と
筆
者

　
ア
イ
シ
ャ
と
言
う
名
前
で
、
公
民
館
の
よ
う
な
所
（
以
下
、
公
民
館
と
呼
ぶ
）

で
地
域
の
女
性
達
に
織
物
を
教
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
ア
イ
シ
ャ
を
は
じ
め
集
ま
っ

て
い
る
人
達
は
英
語
を
話
せ
な
い
け
ど
も
、
見
学
く
ら
い
は
で
き
る
し
、
事
情
は

話
し
て
お
く
か
ら
と
Ｎ
さ
ん
は
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
翌
日
に
早
速
行
く
こ
と
に

し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、Ｎ
さ
ん
の
店
だ
っ
た
室
内
に
沢
山
置
か
れ
て
い

る
色
々
な
物
が
気
に
な
っ
た
の
で
、
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
は
美
し
く
染
色

さ
れ
た
木
綿
の
ガ
ー
ゼ
の
ス
カ
ー
フ
と
、
そ
の
縁
取
り
の
レ
ー
ス
編
み
の
繊
細
さ

に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。(

写
真
２) 

　
Ｎ
さ
ん
は
ト
ル
コ
各
地
で
ス
カ
ー
フ
を
収
集
・
研
究
し
て
、
本
も
出
版
し
て
い

る
方
で
し
た
。（
写
真
３
）
レ
ー
ス
編
み
の
こ
と
を
オ
ヤ
と
言
い
、
地
域
ご
と
に
オ

ヤ
に
は
違
っ
た
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
て
、
ま
た
女
性
た
ち
の
心
情
を
表
す
意
味
も
あ

る
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
の
女
性
は
人
前
で
、
あ
ま
り
自
分
の
意
見

を
言
わ
な
い
の
で
、
そ
の
思
い
を
オ
ヤ
の
パ
タ
ー
ン
で
表
し
た
り
す
る
の
だ
そ
う

で
す
。
例
え
ば
家
庭
内
で
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
時
は
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
パ
タ
ー

ン
の
ス
カ
ー
フ
を
被
る
と
い
う
よ
う
に
。
　
　

　
ト
ル
コ
も
か
つ
て
は
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
の
で
、
村
で
取
れ
た
生
糸
を
使
っ
て

オ
ヤ
の
糸
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
日
本
語
で
オ
ヤ
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
Ｎ

さ
ん
の
本
や
、
何
枚
か
収
集
品
を
分
け
て
も
ら
い
、
ア
イ
シ
ャ
の
公
民
館
の
住
所

を
書
い
た
メ
モ
を
も
ら
っ
て
Ｎ
さ
ん
の
も
と
を
去
り
ま
し
た
。

　
ホ
テ
ル
に
戻
っ
て
か
ら
、Ｎ
さ
ん
の
著
書
に
目
を
通
す
と
、
オ
ヤ
に
も
か
ぎ
針
を

使
う
も
の
や
ビ
ー
ズ
を
編
み
込
む
も
の
、
縫
い
針
を
使
う
も
の
等
の
種
類
が
あ
っ

て
、
縫
い
針
に
よ
る
縁
編
み
が
特
に
細
工
が
細
か
く
て
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
縫
い
針
の
こ
と
を
「
イ
ー
ネ
」
と
言
う
た
め
、「
イ
ー
ネ
オ
ヤ
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
す
。

　
翌
日
は
、
タ
ク
シ
ー
で
朝
か
ら
公
民
館
に
向
か
い
ま
し
た
。
運
転
手
も
英
語
は

通
じ
な
い
の
で
、
住
所
の
書
い
て
あ
る
メ
モ
を
見
せ
、
後
は
手
振
り
身
振
り
で
す
。

公
民
館
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
作
り
の
ち
ょ
っ
と
し
た
学
校
の
よ
う
な
所
で
し
た
。Ｎ
さ

ん
に
よ
れ
ば
こ
こ
は
、
女
性
の
た
め
に
託
児
も
し
て
、
手
に
職
を
付
け
さ
せ
る
た
め

の
教
育
施
設
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
読
み
書
き
も
教
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
因
み
に

ア
イ
シ
ャ
も
読
み
書
き
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
勉
強
し
て
短
時
間
の
間
に
ス
マ

ホ
で
文
字
が
打
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
公
民
館
は
二
階
が
託
児
所
、

一
階
の
一
部
屋
は
フ
ェ
ル
ト
の
加
工
、
も
う
一
部
屋
で
織
物
を
教
え
て
い
ま
し
た
。

　
ア
イ
シ
ャ
が
織
物
の
責
任
者
で
、
五
人
ほ
ど
の
女
性
達
に
小
振
り
の
絨
毯
の
織
り

方
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
初
歩
ら
し
く
、
ご
く
簡
単
な
模
様
を
織
り
込
ん
で
い

ま
し
た
。
皆
が
私
に
興
味
津
々
で
、
隣
の
フ
ェ
ル
ト
の
部
屋
の
人
達
が
熱
々
の
チ
ャ

イ
を
持
っ
て
、様
子
を
見
に
来
ま
し
た
。
高
齢
の
母
親
を
伴
っ
て
来
て
い
る
人
も
い
て
、

部
屋
の
中
央
の
椅
子
に
そ
の
老
婦
人
が
座
っ
て
い
た
の
で
懐
か
し
い
気
持
ち
が
し
ま

し
た
。
日
本
で
も
、
老
人
や
子
供
も
含
め
て
、
一
緒
に
同
じ
室
内
で
過
ご
し
て
い
た

時
代
は
、
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ェ
ル
ト
の
生
徒
で
少
し
だ
け

英
語
の
単
語
を
知
っ
て
い
る
人
が
い
て
、
話
を
し
に
来
ま
し
た
。
彼
女
が
他
の
人
達

に
対
し
て
、
と
て
も
得
意
そ
う
な
顔
を
す
る
の
を
、
ほ
ほ
え
ま
し
く
感
じ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
言
葉
の
通
じ
な
い
中
に
い
る
と
、
英
語
だ
け
が
頼
り
で
心
細
い
限
り
で
す
。

　
さ
て
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
間
に
早
め
の
昼
食
時
間
に
な
り
な
し
た
。
ま
た
熱
々

の
チ
ャ
イ
と
、
焼
き
た
て
の
パ
ン
や
桑
の
実
の
ジ
ャ
ム
、
塩
漬
の
オ
リ
ー
ブ
等
持
ち

寄
っ
た
物
を
広
げ
て
、
皆
で
食
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
も
日
本
の
お
菓
子
や
、

ホ
テ
ル
か
ら
各
種
の
パ
ン
、
チ
ー
ズ
、
果
物
な
ど
を
持
っ
て
行
っ
た
の
で
、
テ
ー
ブ

ル
は
賑
や
か
に
な
っ
て
、
わ
い
わ
い
と
楽
し
い
食
事
を
し
ま
し
た
。
女
性
達
の
中
に

い
る
と
、
自
分
の
中
に
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
人
達
へ
の
垣
根
が
ど
ん
ど
ん
と
低
く
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。（
写
真
４
）

　
昼
食
後
、
ア
イ
シ
ャ
が
身
振
り
手
振
り
で
何
か
を
話
し
か
け
て
き
ま
し
た
。
簡
単

な
絵
ま
で
書
い
て
、
ど
う
や
ら
自
分
の
家
に
招
い
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
行
っ

て
み
た
い
と
は
思
い
ま
し
た
が
、
ど
の
く
ら
い
の
距
離
が
あ
る
の
か
、
バ
ス
を
利
用

す
る
の
か
、
そ
の
場
合
帰
り
の
手
段
は
ど
う
な
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り

で
し
た
。
ふ
と
外
を
見
る
と
、今
朝
利
用
し
て
帰
っ
た
は
ず
の
タ
ク
シ
ー
が
停
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
帰
り
に
も
乗
せ
た
い
と
思
っ
て
待
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
タ
ク
シ
ー
に
ア
イ
シ
ャ
も
乗
せ
て
、
と
も
か
く
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
　

　
初
め
は
も
っ
と
ず
っ
と
近
い
所
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
道
は
ど
ん
ど
ん
と

田
舎
道
に
な
り
、
風
景
も
町
か
ら
何
も
無
い
郊
外
に
変
わ
り
ま
し
た
。
途
中
で
ア

イ
シ
ャ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
か
、
子
供
達
が
水
浴
び
て
い
る
美
し
い
泉
で
車
を
止
め
、

記
念
撮
影
。
次
に
は
湖
畔
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
設
備
な
ど
も
あ
る
湖
の
見
学
。
言
葉

が
通
じ
な
い
不
便
さ
を
感
じ
ま
し
た
が
、
前
日
に
Ｎ
さ
ん
が
「
何
か
あ
っ
た
ら
電

話
を
く
だ
さ
い
。」
と
言
っ
て
く
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
心
配
は
し
ま
せ
ん
で

し
た
。

   

一
時
間
以
上
走
っ
た
か
と
思
う
頃
、
や
っ
と
村
が
あ
っ
て
誰
か
の
家
に
招
き
入

れ
ら
れ
ま
し
た
。
ア
イ
シ
ャ
の
友
達
か
親
戚
な
の
で
し
ょ
う
。
遠
慮
を
し
て
い
る

余
裕
も
な
く
、
靴
を
脱
い
で
上
が
り
ま
し
た
。
室
内
は
美
し
い
敷
物
が
敷
き
詰
め

ら
れ
、
壁
際
に
は
中
身
を
ぎ
っ
し
り
と
詰
め
込
ん
だ
細
長
い
ク
ッ
シ
ョ
ン
が
並
べ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
整
頓
さ
れ
て
い
て
清
潔
で
、
と
て
も
居
心
地
の
よ
さ
そ
う
な

室
内
で
、
中
年
の
ご
夫
婦
が
食
事
を
し
て
い
ま
し
た
。   

　
村
で
の
ア
イ
シ
ャ
と
の
交
流
は
、
イ
ー
ネ
オ
ヤ
の
ス
カ
ー
フ
を
た
く
さ
ん
見
せ

て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
と
て
も
心
に
残
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
次
回
お
話

し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
か
み
お
か
・
か
ず
え
）

写真２　
イーネオヤの縁編みの付
いたガーゼのスカーフ

　
私
は
こ
こ
数
年
の
間
に
、
夫
の
仕
事
の
都
合
で
ト
ル

コ
に
何
度
か
一
緒
に
行
く
機
会
が
あ
り
、
沢
山
の
人
達

と
家
族
ぐ
る
み
で
親
し
く
付
き
合
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ト
ル
コ
は
と
て
も
親
日
的
な
国
だ
と
耳
に
し
て
い

て
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
今
ま
で
全
く
縁
が
無
か
っ
た
の

で
、
初
め
は
う
ま
く
付
き
合
え
る
か
ど
う
か
不
安
も
あ

り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ト
ル
コ
女
性
の
手
先
の
器
用

さ
と
、
と
く
に
ス
カ
ー
フ
の
縁
に
編
み
付
け
る
レ
ー
ス

の
素
晴
ら
し
さ
に
気
が
付
い
て
か
ら
、
私
は
す
っ
か
り

ト
ル
コ
女
性
の
フ
ァ
ン
に
な
り
ま
し
た
。
彼
女
ら
の
人

柄
や
手
仕
事
に
つ
い
て
、
私
の
知
り
得
た
こ
と
を
お
話

し
ま
す
。

　
始
ま
り
は
、
ア
ン
タ
ル
ヤ
に
滞
在
中
に
出
会
っ
た
、Ｎ

さ
ん
と
い
う
日
本
女
性
で
す
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
手
織

り
の
店
を
開
い
て
い
る
人
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
、

尋
ね
て
み
ま
し
た
。
地
図
を
見
な
が
ら
探
し
回
っ
た
結

果
、
多
忙
の
た
め
に
も
う
営
業
し
て
い
な
い
と
い
う
Ｎ

さ
ん
の
店
を
探
し
当
て
ま
し
た
。（
写
真
１
）Ｎ
さ
ん
は
、

自
分
は
も
う
織
り
を
見
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
興

味
が
あ
る
な
ら
と
知
人
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
ア
イ
シ
ャ
と
言
う
名
前
で
、
公
民
館
の
よ
う
な
所
（
以
下
、
公
民
館
と
呼
ぶ
）

で
地
域
の
女
性
達
に
織
物
を
教
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
ア
イ
シ
ャ
を
は
じ
め
集
ま
っ

て
い
る
人
達
は
英
語
を
話
せ
な
い
け
ど
も
、
見
学
く
ら
い
は
で
き
る
し
、
事
情
は

話
し
て
お
く
か
ら
と
Ｎ
さ
ん
は
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
翌
日
に
早
速
行
く
こ
と
に

し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、Ｎ
さ
ん
の
店
だ
っ
た
室
内
に
沢
山
置
か
れ
て
い

る
色
々
な
物
が
気
に
な
っ
た
の
で
、
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
は
美
し
く
染
色

さ
れ
た
木
綿
の
ガ
ー
ゼ
の
ス
カ
ー
フ
と
、
そ
の
縁
取
り
の
レ
ー
ス
編
み
の
繊
細
さ

に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。(

写
真
２) 

　
Ｎ
さ
ん
は
ト
ル
コ
各
地
で
ス
カ
ー
フ
を
収
集
・
研
究
し
て
、
本
も
出
版
し
て
い

る
方
で
し
た
。（
写
真
３
）
レ
ー
ス
編
み
の
こ
と
を
オ
ヤ
と
言
い
、
地
域
ご
と
に
オ

ヤ
に
は
違
っ
た
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
て
、
ま
た
女
性
た
ち
の
心
情
を
表
す
意
味
も
あ

る
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
の
女
性
は
人
前
で
、
あ
ま
り
自
分
の
意
見

を
言
わ
な
い
の
で
、
そ
の
思
い
を
オ
ヤ
の
パ
タ
ー
ン
で
表
し
た
り
す
る
の
だ
そ
う

で
す
。
例
え
ば
家
庭
内
で
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
時
は
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
パ
タ
ー

ン
の
ス
カ
ー
フ
を
被
る
と
い
う
よ
う
に
。
　
　

　
ト
ル
コ
も
か
つ
て
は
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
の
で
、
村
で
取
れ
た
生
糸
を
使
っ
て

オ
ヤ
の
糸
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
日
本
語
で
オ
ヤ
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
Ｎ

さ
ん
の
本
や
、
何
枚
か
収
集
品
を
分
け
て
も
ら
い
、
ア
イ
シ
ャ
の
公
民
館
の
住
所

を
書
い
た
メ
モ
を
も
ら
っ
て
Ｎ
さ
ん
の
も
と
を
去
り
ま
し
た
。

　
ホ
テ
ル
に
戻
っ
て
か
ら
、Ｎ
さ
ん
の
著
書
に
目
を
通
す
と
、
オ
ヤ
に
も
か
ぎ
針
を

使
う
も
の
や
ビ
ー
ズ
を
編
み
込
む
も
の
、
縫
い
針
を
使
う
も
の
等
の
種
類
が
あ
っ

て
、
縫
い
針
に
よ
る
縁
編
み
が
特
に
細
工
が
細
か
く
て
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
縫
い
針
の
こ
と
を
「
イ
ー
ネ
」
と
言
う
た
め
、「
イ
ー
ネ
オ
ヤ
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
す
。

　
翌
日
は
、
タ
ク
シ
ー
で
朝
か
ら
公
民
館
に
向
か
い
ま
し
た
。
運
転
手
も
英
語
は

通
じ
な
い
の
で
、
住
所
の
書
い
て
あ
る
メ
モ
を
見
せ
、
後
は
手
振
り
身
振
り
で
す
。

公
民
館
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
作
り
の
ち
ょ
っ
と
し
た
学
校
の
よ
う
な
所
で
し
た
。Ｎ
さ

ん
に
よ
れ
ば
こ
こ
は
、
女
性
の
た
め
に
託
児
も
し
て
、
手
に
職
を
付
け
さ
せ
る
た
め

の
教
育
施
設
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
読
み
書
き
も
教
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
因
み
に

ア
イ
シ
ャ
も
読
み
書
き
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
勉
強
し
て
短
時
間
の
間
に
ス
マ

ホ
で
文
字
が
打
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
公
民
館
は
二
階
が
託
児
所
、

一
階
の
一
部
屋
は
フ
ェ
ル
ト
の
加
工
、
も
う
一
部
屋
で
織
物
を
教
え
て
い
ま
し
た
。

　
ア
イ
シ
ャ
が
織
物
の
責
任
者
で
、
五
人
ほ
ど
の
女
性
達
に
小
振
り
の
絨
毯
の
織
り

方
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
初
歩
ら
し
く
、
ご
く
簡
単
な
模
様
を
織
り
込
ん
で
い

ま
し
た
。
皆
が
私
に
興
味
津
々
で
、
隣
の
フ
ェ
ル
ト
の
部
屋
の
人
達
が
熱
々
の
チ
ャ

イ
を
持
っ
て
、様
子
を
見
に
来
ま
し
た
。
高
齢
の
母
親
を
伴
っ
て
来
て
い
る
人
も
い
て
、

部
屋
の
中
央
の
椅
子
に
そ
の
老
婦
人
が
座
っ
て
い
た
の
で
懐
か
し
い
気
持
ち
が
し
ま

し
た
。
日
本
で
も
、
老
人
や
子
供
も
含
め
て
、
一
緒
に
同
じ
室
内
で
過
ご
し
て
い
た

時
代
は
、
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ェ
ル
ト
の
生
徒
で
少
し
だ
け

英
語
の
単
語
を
知
っ
て
い
る
人
が
い
て
、
話
を
し
に
来
ま
し
た
。
彼
女
が
他
の
人
達

に
対
し
て
、
と
て
も
得
意
そ
う
な
顔
を
す
る
の
を
、
ほ
ほ
え
ま
し
く
感
じ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
言
葉
の
通
じ
な
い
中
に
い
る
と
、
英
語
だ
け
が
頼
り
で
心
細
い
限
り
で
す
。

　
さ
て
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
間
に
早
め
の
昼
食
時
間
に
な
り
な
し
た
。
ま
た
熱
々

の
チ
ャ
イ
と
、
焼
き
た
て
の
パ
ン
や
桑
の
実
の
ジ
ャ
ム
、
塩
漬
の
オ
リ
ー
ブ
等
持
ち

寄
っ
た
物
を
広
げ
て
、
皆
で
食
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
も
日
本
の
お
菓
子
や
、

ホ
テ
ル
か
ら
各
種
の
パ
ン
、
チ
ー
ズ
、
果
物
な
ど
を
持
っ
て
行
っ
た
の
で
、
テ
ー
ブ

ル
は
賑
や
か
に
な
っ
て
、
わ
い
わ
い
と
楽
し
い
食
事
を
し
ま
し
た
。
女
性
達
の
中
に

い
る
と
、
自
分
の
中
に
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
人
達
へ
の
垣
根
が
ど
ん
ど
ん
と
低
く
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。（
写
真
４
）

　
昼
食
後
、
ア
イ
シ
ャ
が
身
振
り
手
振
り
で
何
か
を
話
し
か
け
て
き
ま
し
た
。
簡
単

な
絵
ま
で
書
い
て
、
ど
う
や
ら
自
分
の
家
に
招
い
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
行
っ

て
み
た
い
と
は
思
い
ま
し
た
が
、
ど
の
く
ら
い
の
距
離
が
あ
る
の
か
、
バ
ス
を
利
用

す
る
の
か
、
そ
の
場
合
帰
り
の
手
段
は
ど
う
な
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り

で
し
た
。
ふ
と
外
を
見
る
と
、今
朝
利
用
し
て
帰
っ
た
は
ず
の
タ
ク
シ
ー
が
停
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
帰
り
に
も
乗
せ
た
い
と
思
っ
て
待
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
タ
ク
シ
ー
に
ア
イ
シ
ャ
も
乗
せ
て
、
と
も
か
く
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
　

　
初
め
は
も
っ
と
ず
っ
と
近
い
所
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
道
は
ど
ん
ど
ん
と

田
舎
道
に
な
り
、
風
景
も
町
か
ら
何
も
無
い
郊
外
に
変
わ
り
ま
し
た
。
途
中
で
ア

イ
シ
ャ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
か
、
子
供
達
が
水
浴
び
て
い
る
美
し
い
泉
で
車
を
止
め
、

記
念
撮
影
。
次
に
は
湖
畔
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
設
備
な
ど
も
あ
る
湖
の
見
学
。
言
葉

が
通
じ
な
い
不
便
さ
を
感
じ
ま
し
た
が
、
前
日
に
Ｎ
さ
ん
が
「
何
か
あ
っ
た
ら
電

話
を
く
だ
さ
い
。」
と
言
っ
て
く
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
心
配
は
し
ま
せ
ん
で

し
た
。

   

一
時
間
以
上
走
っ
た
か
と
思
う
頃
、
や
っ
と
村
が
あ
っ
て
誰
か
の
家
に
招
き
入

れ
ら
れ
ま
し
た
。
ア
イ
シ
ャ
の
友
達
か
親
戚
な
の
で
し
ょ
う
。
遠
慮
を
し
て
い
る

余
裕
も
な
く
、
靴
を
脱
い
で
上
が
り
ま
し
た
。
室
内
は
美
し
い
敷
物
が
敷
き
詰
め

ら
れ
、
壁
際
に
は
中
身
を
ぎ
っ
し
り
と
詰
め
込
ん
だ
細
長
い
ク
ッ
シ
ョ
ン
が
並
べ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
整
頓
さ
れ
て
い
て
清
潔
で
、
と
て
も
居
心
地
の
よ
さ
そ
う
な

室
内
で
、
中
年
の
ご
夫
婦
が
食
事
を
し
て
い
ま
し
た
。   

　
村
で
の
ア
イ
シ
ャ
と
の
交
流
は
、
イ
ー
ネ
オ
ヤ
の
ス
カ
ー
フ
を
た
く
さ
ん
見
せ

て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
と
て
も
心
に
残
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
次
回
お
話

し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
か
み
お
か
・
か
ず
え
）
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私
は
こ
こ
数
年
の
間
に
、
夫
の
仕
事
の
都
合
で
ト
ル

コ
に
何
度
か
一
緒
に
行
く
機
会
が
あ
り
、
沢
山
の
人
達

と
家
族
ぐ
る
み
で
親
し
く
付
き
合
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ト
ル
コ
は
と
て
も
親
日
的
な
国
だ
と
耳
に
し
て
い

て
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
今
ま
で
全
く
縁
が
無
か
っ
た
の

で
、
初
め
は
う
ま
く
付
き
合
え
る
か
ど
う
か
不
安
も
あ

り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ト
ル
コ
女
性
の
手
先
の
器
用

さ
と
、
と
く
に
ス
カ
ー
フ
の
縁
に
編
み
付
け
る
レ
ー
ス

の
素
晴
ら
し
さ
に
気
が
付
い
て
か
ら
、
私
は
す
っ
か
り

ト
ル
コ
女
性
の
フ
ァ
ン
に
な
り
ま
し
た
。
彼
女
ら
の
人

柄
や
手
仕
事
に
つ
い
て
、
私
の
知
り
得
た
こ
と
を
お
話

し
ま
す
。

　
始
ま
り
は
、
ア
ン
タ
ル
ヤ
に
滞
在
中
に
出
会
っ
た
、Ｎ

さ
ん
と
い
う
日
本
女
性
で
す
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
手
織

り
の
店
を
開
い
て
い
る
人
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
、

尋
ね
て
み
ま
し
た
。
地
図
を
見
な
が
ら
探
し
回
っ
た
結

果
、
多
忙
の
た
め
に
も
う
営
業
し
て
い
な
い
と
い
う
Ｎ

さ
ん
の
店
を
探
し
当
て
ま
し
た
。（
写
真
１
）Ｎ
さ
ん
は
、

自
分
は
も
う
織
り
を
見
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
興

味
が
あ
る
な
ら
と
知
人
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。

トルコ女性の手仕事
上岡 和江上

岡  

和
江

写
真
１
　
Ｎ
さ
ん
と
ご
主
人

の
弟
さ
ん
と
筆
者

　
ア
イ
シ
ャ
と
言
う
名
前
で
、
公
民
館
の
よ
う
な
所
（
以
下
、
公
民
館
と
呼
ぶ
）

で
地
域
の
女
性
達
に
織
物
を
教
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
ア
イ
シ
ャ
を
は
じ
め
集
ま
っ

て
い
る
人
達
は
英
語
を
話
せ
な
い
け
ど
も
、
見
学
く
ら
い
は
で
き
る
し
、
事
情
は

話
し
て
お
く
か
ら
と
Ｎ
さ
ん
は
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
翌
日
に
早
速
行
く
こ
と
に

し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、Ｎ
さ
ん
の
店
だ
っ
た
室
内
に
沢
山
置
か
れ
て
い

る
色
々
な
物
が
気
に
な
っ
た
の
で
、
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
は
美
し
く
染
色

さ
れ
た
木
綿
の
ガ
ー
ゼ
の
ス
カ
ー
フ
と
、
そ
の
縁
取
り
の
レ
ー
ス
編
み
の
繊
細
さ

に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。(

写
真
２) 

　
Ｎ
さ
ん
は
ト
ル
コ
各
地
で
ス
カ
ー
フ
を
収
集
・
研
究
し
て
、
本
も
出
版
し
て
い

る
方
で
し
た
。（
写
真
３
）
レ
ー
ス
編
み
の
こ
と
を
オ
ヤ
と
言
い
、
地
域
ご
と
に
オ

ヤ
に
は
違
っ
た
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
て
、
ま
た
女
性
た
ち
の
心
情
を
表
す
意
味
も
あ

る
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
の
女
性
は
人
前
で
、
あ
ま
り
自
分
の
意
見

を
言
わ
な
い
の
で
、
そ
の
思
い
を
オ
ヤ
の
パ
タ
ー
ン
で
表
し
た
り
す
る
の
だ
そ
う

で
す
。
例
え
ば
家
庭
内
で
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
時
は
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
パ
タ
ー

ン
の
ス
カ
ー
フ
を
被
る
と
い
う
よ
う
に
。
　
　

　
ト
ル
コ
も
か
つ
て
は
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
の
で
、
村
で
取
れ
た
生
糸
を
使
っ
て

オ
ヤ
の
糸
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
日
本
語
で
オ
ヤ
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
Ｎ

さ
ん
の
本
や
、
何
枚
か
収
集
品
を
分
け
て
も
ら
い
、
ア
イ
シ
ャ
の
公
民
館
の
住
所

を
書
い
た
メ
モ
を
も
ら
っ
て
Ｎ
さ
ん
の
も
と
を
去
り
ま
し
た
。

　
ホ
テ
ル
に
戻
っ
て
か
ら
、Ｎ
さ
ん
の
著
書
に
目
を
通
す
と
、
オ
ヤ
に
も
か
ぎ
針
を

使
う
も
の
や
ビ
ー
ズ
を
編
み
込
む
も
の
、
縫
い
針
を
使
う
も
の
等
の
種
類
が
あ
っ

て
、
縫
い
針
に
よ
る
縁
編
み
が
特
に
細
工
が
細
か
く
て
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
縫
い
針
の
こ
と
を
「
イ
ー
ネ
」
と
言
う
た
め
、「
イ
ー
ネ
オ
ヤ
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
す
。

　
翌
日
は
、
タ
ク
シ
ー
で
朝
か
ら
公
民
館
に
向
か
い
ま
し
た
。
運
転
手
も
英
語
は

通
じ
な
い
の
で
、
住
所
の
書
い
て
あ
る
メ
モ
を
見
せ
、
後
は
手
振
り
身
振
り
で
す
。

公
民
館
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
作
り
の
ち
ょ
っ
と
し
た
学
校
の
よ
う
な
所
で
し
た
。Ｎ
さ

ん
に
よ
れ
ば
こ
こ
は
、
女
性
の
た
め
に
託
児
も
し
て
、
手
に
職
を
付
け
さ
せ
る
た
め

の
教
育
施
設
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
読
み
書
き
も
教
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
因
み
に

ア
イ
シ
ャ
も
読
み
書
き
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
勉
強
し
て
短
時
間
の
間
に
ス
マ

ホ
で
文
字
が
打
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
公
民
館
は
二
階
が
託
児
所
、

一
階
の
一
部
屋
は
フ
ェ
ル
ト
の
加
工
、
も
う
一
部
屋
で
織
物
を
教
え
て
い
ま
し
た
。

　
ア
イ
シ
ャ
が
織
物
の
責
任
者
で
、
五
人
ほ
ど
の
女
性
達
に
小
振
り
の
絨
毯
の
織
り

方
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
初
歩
ら
し
く
、
ご
く
簡
単
な
模
様
を
織
り
込
ん
で
い

ま
し
た
。
皆
が
私
に
興
味
津
々
で
、
隣
の
フ
ェ
ル
ト
の
部
屋
の
人
達
が
熱
々
の
チ
ャ

イ
を
持
っ
て
、様
子
を
見
に
来
ま
し
た
。
高
齢
の
母
親
を
伴
っ
て
来
て
い
る
人
も
い
て
、

部
屋
の
中
央
の
椅
子
に
そ
の
老
婦
人
が
座
っ
て
い
た
の
で
懐
か
し
い
気
持
ち
が
し
ま

し
た
。
日
本
で
も
、
老
人
や
子
供
も
含
め
て
、
一
緒
に
同
じ
室
内
で
過
ご
し
て
い
た

時
代
は
、
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ェ
ル
ト
の
生
徒
で
少
し
だ
け

英
語
の
単
語
を
知
っ
て
い
る
人
が
い
て
、
話
を
し
に
来
ま
し
た
。
彼
女
が
他
の
人
達

に
対
し
て
、
と
て
も
得
意
そ
う
な
顔
を
す
る
の
を
、
ほ
ほ
え
ま
し
く
感
じ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
言
葉
の
通
じ
な
い
中
に
い
る
と
、
英
語
だ
け
が
頼
り
で
心
細
い
限
り
で
す
。

　
さ
て
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
間
に
早
め
の
昼
食
時
間
に
な
り
な
し
た
。
ま
た
熱
々

の
チ
ャ
イ
と
、
焼
き
た
て
の
パ
ン
や
桑
の
実
の
ジ
ャ
ム
、
塩
漬
の
オ
リ
ー
ブ
等
持
ち

寄
っ
た
物
を
広
げ
て
、
皆
で
食
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
も
日
本
の
お
菓
子
や
、

ホ
テ
ル
か
ら
各
種
の
パ
ン
、
チ
ー
ズ
、
果
物
な
ど
を
持
っ
て
行
っ
た
の
で
、
テ
ー
ブ

ル
は
賑
や
か
に
な
っ
て
、
わ
い
わ
い
と
楽
し
い
食
事
を
し
ま
し
た
。
女
性
達
の
中
に

い
る
と
、
自
分
の
中
に
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
人
達
へ
の
垣
根
が
ど
ん
ど
ん
と
低
く
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。（
写
真
４
）

　
昼
食
後
、
ア
イ
シ
ャ
が
身
振
り
手
振
り
で
何
か
を
話
し
か
け
て
き
ま
し
た
。
簡
単

な
絵
ま
で
書
い
て
、
ど
う
や
ら
自
分
の
家
に
招
い
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
行
っ

て
み
た
い
と
は
思
い
ま
し
た
が
、
ど
の
く
ら
い
の
距
離
が
あ
る
の
か
、
バ
ス
を
利
用

す
る
の
か
、
そ
の
場
合
帰
り
の
手
段
は
ど
う
な
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り

で
し
た
。
ふ
と
外
を
見
る
と
、今
朝
利
用
し
て
帰
っ
た
は
ず
の
タ
ク
シ
ー
が
停
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
帰
り
に
も
乗
せ
た
い
と
思
っ
て
待
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
タ
ク
シ
ー
に
ア
イ
シ
ャ
も
乗
せ
て
、
と
も
か
く
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
　

　
初
め
は
も
っ
と
ず
っ
と
近
い
所
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
道
は
ど
ん
ど
ん
と

田
舎
道
に
な
り
、
風
景
も
町
か
ら
何
も
無
い
郊
外
に
変
わ
り
ま
し
た
。
途
中
で
ア

イ
シ
ャ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
か
、
子
供
達
が
水
浴
び
て
い
る
美
し
い
泉
で
車
を
止
め
、

記
念
撮
影
。
次
に
は
湖
畔
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
設
備
な
ど
も
あ
る
湖
の
見
学
。
言
葉

が
通
じ
な
い
不
便
さ
を
感
じ
ま
し
た
が
、
前
日
に
Ｎ
さ
ん
が
「
何
か
あ
っ
た
ら
電

話
を
く
だ
さ
い
。」
と
言
っ
て
く
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
心
配
は
し
ま
せ
ん
で

し
た
。

   
一
時
間
以
上
走
っ
た
か
と
思
う
頃
、
や
っ
と
村
が
あ
っ
て
誰
か
の
家
に
招
き
入

れ
ら
れ
ま
し
た
。
ア
イ
シ
ャ
の
友
達
か
親
戚
な
の
で
し
ょ
う
。
遠
慮
を
し
て
い
る

余
裕
も
な
く
、
靴
を
脱
い
で
上
が
り
ま
し
た
。
室
内
は
美
し
い
敷
物
が
敷
き
詰
め

ら
れ
、
壁
際
に
は
中
身
を
ぎ
っ
し
り
と
詰
め
込
ん
だ
細
長
い
ク
ッ
シ
ョ
ン
が
並
べ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
整
頓
さ
れ
て
い
て
清
潔
で
、
と
て
も
居
心
地
の
よ
さ
そ
う
な

室
内
で
、
中
年
の
ご
夫
婦
が
食
事
を
し
て
い
ま
し
た
。   

　
村
で
の
ア
イ
シ
ャ
と
の
交
流
は
、
イ
ー
ネ
オ
ヤ
の
ス
カ
ー
フ
を
た
く
さ
ん
見
せ

て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
と
て
も
心
に
残
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
次
回
お
話

し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
か
み
お
か
・
か
ず
え
）

写真２　
イーネオヤの縁編みの付
いたガーゼのスカーフ

　
私
は
こ
こ
数
年
の
間
に
、
夫
の
仕
事
の
都
合
で
ト
ル

コ
に
何
度
か
一
緒
に
行
く
機
会
が
あ
り
、
沢
山
の
人
達

と
家
族
ぐ
る
み
で
親
し
く
付
き
合
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ト
ル
コ
は
と
て
も
親
日
的
な
国
だ
と
耳
に
し
て
い

て
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
今
ま
で
全
く
縁
が
無
か
っ
た
の

で
、
初
め
は
う
ま
く
付
き
合
え
る
か
ど
う
か
不
安
も
あ

り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ト
ル
コ
女
性
の
手
先
の
器
用

さ
と
、
と
く
に
ス
カ
ー
フ
の
縁
に
編
み
付
け
る
レ
ー
ス

の
素
晴
ら
し
さ
に
気
が
付
い
て
か
ら
、
私
は
す
っ
か
り

ト
ル
コ
女
性
の
フ
ァ
ン
に
な
り
ま
し
た
。
彼
女
ら
の
人

柄
や
手
仕
事
に
つ
い
て
、
私
の
知
り
得
た
こ
と
を
お
話

し
ま
す
。

　
始
ま
り
は
、
ア
ン
タ
ル
ヤ
に
滞
在
中
に
出
会
っ
た
、Ｎ

さ
ん
と
い
う
日
本
女
性
で
す
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
手
織

り
の
店
を
開
い
て
い
る
人
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
、

尋
ね
て
み
ま
し
た
。
地
図
を
見
な
が
ら
探
し
回
っ
た
結

果
、
多
忙
の
た
め
に
も
う
営
業
し
て
い
な
い
と
い
う
Ｎ

さ
ん
の
店
を
探
し
当
て
ま
し
た
。（
写
真
１
）Ｎ
さ
ん
は
、

自
分
は
も
う
織
り
を
見
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
興

味
が
あ
る
な
ら
と
知
人
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
ア
イ
シ
ャ
と
言
う
名
前
で
、
公
民
館
の
よ
う
な
所
（
以
下
、
公
民
館
と
呼
ぶ
）

で
地
域
の
女
性
達
に
織
物
を
教
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
ア
イ
シ
ャ
を
は
じ
め
集
ま
っ

て
い
る
人
達
は
英
語
を
話
せ
な
い
け
ど
も
、
見
学
く
ら
い
は
で
き
る
し
、
事
情
は

話
し
て
お
く
か
ら
と
Ｎ
さ
ん
は
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
翌
日
に
早
速
行
く
こ
と
に

し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、Ｎ
さ
ん
の
店
だ
っ
た
室
内
に
沢
山
置
か
れ
て
い

る
色
々
な
物
が
気
に
な
っ
た
の
で
、
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
は
美
し
く
染
色

さ
れ
た
木
綿
の
ガ
ー
ゼ
の
ス
カ
ー
フ
と
、
そ
の
縁
取
り
の
レ
ー
ス
編
み
の
繊
細
さ

に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。(

写
真
２) 

　
Ｎ
さ
ん
は
ト
ル
コ
各
地
で
ス
カ
ー
フ
を
収
集
・
研
究
し
て
、
本
も
出
版
し
て
い

る
方
で
し
た
。（
写
真
３
）
レ
ー
ス
編
み
の
こ
と
を
オ
ヤ
と
言
い
、
地
域
ご
と
に
オ

ヤ
に
は
違
っ
た
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
て
、
ま
た
女
性
た
ち
の
心
情
を
表
す
意
味
も
あ

る
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
の
女
性
は
人
前
で
、
あ
ま
り
自
分
の
意
見

を
言
わ
な
い
の
で
、
そ
の
思
い
を
オ
ヤ
の
パ
タ
ー
ン
で
表
し
た
り
す
る
の
だ
そ
う

で
す
。
例
え
ば
家
庭
内
で
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
時
は
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
パ
タ
ー

ン
の
ス
カ
ー
フ
を
被
る
と
い
う
よ
う
に
。
　
　

　
ト
ル
コ
も
か
つ
て
は
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
の
で
、
村
で
取
れ
た
生
糸
を
使
っ
て

オ
ヤ
の
糸
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
日
本
語
で
オ
ヤ
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
Ｎ

さ
ん
の
本
や
、
何
枚
か
収
集
品
を
分
け
て
も
ら
い
、
ア
イ
シ
ャ
の
公
民
館
の
住
所

を
書
い
た
メ
モ
を
も
ら
っ
て
Ｎ
さ
ん
の
も
と
を
去
り
ま
し
た
。

　
ホ
テ
ル
に
戻
っ
て
か
ら
、Ｎ
さ
ん
の
著
書
に
目
を
通
す
と
、
オ
ヤ
に
も
か
ぎ
針
を

使
う
も
の
や
ビ
ー
ズ
を
編
み
込
む
も
の
、
縫
い
針
を
使
う
も
の
等
の
種
類
が
あ
っ

て
、
縫
い
針
に
よ
る
縁
編
み
が
特
に
細
工
が
細
か
く
て
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
縫
い
針
の
こ
と
を
「
イ
ー
ネ
」
と
言
う
た
め
、「
イ
ー
ネ
オ
ヤ
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
す
。

　
翌
日
は
、
タ
ク
シ
ー
で
朝
か
ら
公
民
館
に
向
か
い
ま
し
た
。
運
転
手
も
英
語
は

通
じ
な
い
の
で
、
住
所
の
書
い
て
あ
る
メ
モ
を
見
せ
、
後
は
手
振
り
身
振
り
で
す
。

公
民
館
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
作
り
の
ち
ょ
っ
と
し
た
学
校
の
よ
う
な
所
で
し
た
。Ｎ
さ

ん
に
よ
れ
ば
こ
こ
は
、
女
性
の
た
め
に
託
児
も
し
て
、
手
に
職
を
付
け
さ
せ
る
た
め

の
教
育
施
設
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
読
み
書
き
も
教
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
因
み
に

ア
イ
シ
ャ
も
読
み
書
き
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
勉
強
し
て
短
時
間
の
間
に
ス
マ

ホ
で
文
字
が
打
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
公
民
館
は
二
階
が
託
児
所
、

一
階
の
一
部
屋
は
フ
ェ
ル
ト
の
加
工
、
も
う
一
部
屋
で
織
物
を
教
え
て
い
ま
し
た
。

　
ア
イ
シ
ャ
が
織
物
の
責
任
者
で
、
五
人
ほ
ど
の
女
性
達
に
小
振
り
の
絨
毯
の
織
り

方
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
初
歩
ら
し
く
、
ご
く
簡
単
な
模
様
を
織
り
込
ん
で
い

ま
し
た
。
皆
が
私
に
興
味
津
々
で
、
隣
の
フ
ェ
ル
ト
の
部
屋
の
人
達
が
熱
々
の
チ
ャ

イ
を
持
っ
て
、様
子
を
見
に
来
ま
し
た
。
高
齢
の
母
親
を
伴
っ
て
来
て
い
る
人
も
い
て
、

部
屋
の
中
央
の
椅
子
に
そ
の
老
婦
人
が
座
っ
て
い
た
の
で
懐
か
し
い
気
持
ち
が
し
ま

し
た
。
日
本
で
も
、
老
人
や
子
供
も
含
め
て
、
一
緒
に
同
じ
室
内
で
過
ご
し
て
い
た

時
代
は
、
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ェ
ル
ト
の
生
徒
で
少
し
だ
け

英
語
の
単
語
を
知
っ
て
い
る
人
が
い
て
、
話
を
し
に
来
ま
し
た
。
彼
女
が
他
の
人
達

に
対
し
て
、
と
て
も
得
意
そ
う
な
顔
を
す
る
の
を
、
ほ
ほ
え
ま
し
く
感
じ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
言
葉
の
通
じ
な
い
中
に
い
る
と
、
英
語
だ
け
が
頼
り
で
心
細
い
限
り
で
す
。

　
さ
て
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
間
に
早
め
の
昼
食
時
間
に
な
り
な
し
た
。
ま
た
熱
々

の
チ
ャ
イ
と
、
焼
き
た
て
の
パ
ン
や
桑
の
実
の
ジ
ャ
ム
、
塩
漬
の
オ
リ
ー
ブ
等
持
ち

寄
っ
た
物
を
広
げ
て
、
皆
で
食
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
も
日
本
の
お
菓
子
や
、

ホ
テ
ル
か
ら
各
種
の
パ
ン
、
チ
ー
ズ
、
果
物
な
ど
を
持
っ
て
行
っ
た
の
で
、
テ
ー
ブ

ル
は
賑
や
か
に
な
っ
て
、
わ
い
わ
い
と
楽
し
い
食
事
を
し
ま
し
た
。
女
性
達
の
中
に

い
る
と
、
自
分
の
中
に
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
人
達
へ
の
垣
根
が
ど
ん
ど
ん
と
低
く
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。（
写
真
４
）

　
昼
食
後
、
ア
イ
シ
ャ
が
身
振
り
手
振
り
で
何
か
を
話
し
か
け
て
き
ま
し
た
。
簡
単

な
絵
ま
で
書
い
て
、
ど
う
や
ら
自
分
の
家
に
招
い
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
行
っ

て
み
た
い
と
は
思
い
ま
し
た
が
、
ど
の
く
ら
い
の
距
離
が
あ
る
の
か
、
バ
ス
を
利
用

す
る
の
か
、
そ
の
場
合
帰
り
の
手
段
は
ど
う
な
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り

で
し
た
。
ふ
と
外
を
見
る
と
、今
朝
利
用
し
て
帰
っ
た
は
ず
の
タ
ク
シ
ー
が
停
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
帰
り
に
も
乗
せ
た
い
と
思
っ
て
待
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
タ
ク
シ
ー
に
ア
イ
シ
ャ
も
乗
せ
て
、
と
も
か
く
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
　

　
初
め
は
も
っ
と
ず
っ
と
近
い
所
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
道
は
ど
ん
ど
ん
と

田
舎
道
に
な
り
、
風
景
も
町
か
ら
何
も
無
い
郊
外
に
変
わ
り
ま
し
た
。
途
中
で
ア

イ
シ
ャ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
か
、
子
供
達
が
水
浴
び
て
い
る
美
し
い
泉
で
車
を
止
め
、

記
念
撮
影
。
次
に
は
湖
畔
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
設
備
な
ど
も
あ
る
湖
の
見
学
。
言
葉

が
通
じ
な
い
不
便
さ
を
感
じ
ま
し
た
が
、
前
日
に
Ｎ
さ
ん
が
「
何
か
あ
っ
た
ら
電

話
を
く
だ
さ
い
。」
と
言
っ
て
く
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
心
配
は
し
ま
せ
ん
で

し
た
。

   

一
時
間
以
上
走
っ
た
か
と
思
う
頃
、
や
っ
と
村
が
あ
っ
て
誰
か
の
家
に
招
き
入

れ
ら
れ
ま
し
た
。
ア
イ
シ
ャ
の
友
達
か
親
戚
な
の
で
し
ょ
う
。
遠
慮
を
し
て
い
る

余
裕
も
な
く
、
靴
を
脱
い
で
上
が
り
ま
し
た
。
室
内
は
美
し
い
敷
物
が
敷
き
詰
め

ら
れ
、
壁
際
に
は
中
身
を
ぎ
っ
し
り
と
詰
め
込
ん
だ
細
長
い
ク
ッ
シ
ョ
ン
が
並
べ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
整
頓
さ
れ
て
い
て
清
潔
で
、
と
て
も
居
心
地
の
よ
さ
そ
う
な

室
内
で
、
中
年
の
ご
夫
婦
が
食
事
を
し
て
い
ま
し
た
。   

　
村
で
の
ア
イ
シ
ャ
と
の
交
流
は
、
イ
ー
ネ
オ
ヤ
の
ス
カ
ー
フ
を
た
く
さ
ん
見
せ

て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
と
て
も
心
に
残
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
次
回
お
話

し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
か
み
お
か
・
か
ず
え
）
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魚
名
に
み
る
瀬
戸
内
の
源
平
合
戦

松
本
　
昭
司

　
僕
の
住
む
島
は
沖
家
室
（
お
き
か
む
ろ
）
島
。

瀬
戸
内
海
で
淡
路
島
、
小
豆
島
に
つ
い
で
三
番
目

に
大
き
い
島
の
周
防
大
島
の
ま
た
島
。
か
つ
て
は

航
路
で
つ
な
が
っ
て
い
た
が
、
三
〇
年
く
ら
い
前

に
橋
で
つ
な
が
っ
た
。

　
元
々
は
大
島
郡
に
四
つ
の
町
で
あ
っ
た
が
現
在

は
合
併
し
て
周
防
大
島
町
と
な
っ
た
。
古
事
記
に

も
名
が
登
場
す
る
古
い
島
だ
。
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ

ト
と
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
国
生
み
を
し
た
一
つ

と
の
記
述
が
あ
る
。
大
島
は
金
魚
の
形
を
し
て
い

る
。
僕
の
住
む
島
は
そ
の
金
魚
の
尻
ビ
レ
の
真
下

に
あ
る
。
神
が
大
島
を
生
み
、
そ
の
大
島
が
神
の

孫
を
生
ん
だ
、
そ
れ
が
沖
家
室
島
。
決
し
て
神
が

糞
を
し
た
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
島
は
面
白
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
か
つ

て
は
海
賊
の
島
で
あ
っ
た
と
い
う
。
今
も
地
名
に

海
賊
浦
が
あ
る
。
秀
吉
の
海
賊
禁
止
令
で
い
っ
た

ん
は
無
人
島
に
な
る
が
、
関
ヶ
原
の
合
戦
以
降
、

伊
予
の
戦
国
大
名
河
野
氏
の
没
落
後
、
そ
の
家
来

で
あ
っ
た
海
賊
衆
十
数
人
が
移
り
住
ん
で
今
に
至

る
。
だ
か
ら
そ
の
後
の
歴
史
は
四
〇
〇
年
あ
ま
り

と
割
と
新
し
い
。
そ
の
家
々
は
今
も
代
々
と
続
き
、

同
級
生
に
も
海
賊
を
祖
先
に
持
つ
。
当
の
僕
の
松

本
家
も
伊
予
か
ら
渡
っ
て
き
た
。
三
階
松
の
家
紋

か
ら
た
ど
る
と
河
野
家
の
そ
の
前
の
家
筋
の
よ
う

だ
。

　
我
が
家
は
漁
家
。
父
は
今
年
春
に
九
三
歳
で
亡

く
な
っ
た
が
、
一
本
釣
り
で
年
中
真
鯛
を
追
っ
た
。

僕
も
幼
少
か
ら
船
に
乗
り
、
小
学
六
年
生
の
こ
ろ

は
自
分
用
の
動
力
船
も
持
た
さ
れ
た
。
釣
っ
た
魚

は
漁
協
に
売
り
、
専
用
口
座
も
あ
っ
た
。
水
揚
げ

場
で
は
、
伝
票
は
父
が
松
本
春
久
な
の
で
「
マ
ツ

ハ
ル
」、
僕
は
昭
司
だ
か
ら
「
マ
ツ
シ
ョ
ウ
」
と

魚
掛
け
（
検
量
）
の
職
員
が
切
っ
た
。
子
ど
も
な

が
ら
に
大
人
扱
い
さ
れ
て
誇
ら
し
か
っ
た
。

　
こ
の
島
は
山
口
県
の
最
南
端
に
位
置
し
、
豊
後

水
道
か
ら
流
れ
込
む
黒
潮
が
島
を
洗
う
。
暖
流
系

な
の
で
熱
帯
系
の
魚
も
い
て
、
に
ぎ
や
か
だ
。
そ

ん
な
中
で
、
面
白
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
源
平
の

名
が
つ
く
魚
が
多
い
の
だ
。

　
例
え
ば
身
体
中
に
槍
を
た
て
た
縞
模
様
の
ミ
ノ
カ

サ
ゴ
を
キ
ヨ
モ
リ
と
呼
ぶ
。
コ
シ
ョ
ウ
ダ
イ
を
ト
モ

モ
リ
。
貝
が
ら
を
背
負
っ
た
ヘ
イ
カ
ガ
ニ
（
こ
れ
は

学
名
も
同
じ
か
）。
べ
ン
ケ
イ
ガ
ニ
も
い
る
。
図
鑑
を

開
く
と
源
平
に
な
ぞ
ら
え
た
魚
名
が
他
に
も
た
く
さ

ん
あ
る
。
一
の
谷
の
合
戦
で
平
敦
盛
を
討
っ
た
の
は

源
氏
の
関
東
の
武
将
熊
谷
直
実
。
ア
ツ
モ
リ
ウ
オ
と

ク
マ
ガ
イ
ウ
オ
が
同
じ
ト
ク
ビ
レ
科
に
い
る
の
は
笑

わ
せ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
九
州
で
は
タ
メ
ト
モ
ハ
ゼ
、

チ
ン
ゼ
イ
シ
タ
ビ
ラ
メ
と
い
う
の
が
い
る
。
こ
れ
は

九
州
源
氏
鎮
西
八
郎
為
朝
の
名
を
と
っ
た
も
の
だ
ろ

う
。

　
漁
法
が
面
白
い
。
戦
前
ま
で
行
わ
れ
た
い
た
、
鳥

が
空
か
ら
イ
カ
ナ
ゴ
や
イ
ワ
シ
な
ど
の
小
魚
を
追
い
、

浮
い
て
き
た
魚
を
漁
師
が
捕
獲
す
る
ア
ビ
漁
。
こ
の

ア
ビ
を
ヘ
イ
ケ
ダ
オ
シ
と
呼
ん
だ
。
ト
リ
マ
ワ
シ
と

も
い
う
。鳥
回
す
と
い
う
意
味
か
。地
元
の
方
言
に「
追

い
ま
わ
す
」
を
ト
リ
マ
ワ
ス
と
い
う
。「
ア
イ
ツ
は
気

に
食
わ
ん
。
ト
リ
マ
ワ
シ
て
や
る
！
！
」
と
。

　
少
し
前
に
、
関
門
海
峡
へ
降
り
立
っ
た
。
狭
い
海

峡
に
大
型
船
が
ひ
し
め
き
合
う
。こ
こ
は
壇
ノ
浦
パ
ー

キ
ン
グ
エ
リ
ア
。
源
平
の
最
後
の
決
戦
と
な
っ
た
と

こ
ろ
だ
。
幼
帝
安
徳
天
皇
と
と
も
に
海
に
沈
ん
だ
平

家
の
大
将 

平
知
盛
。

 

　
我
が
沖
家
室
島
の
近
く
に
知
盛
の
城
が
あ
っ

た
。
そ
の
地
区
名
を
ジ
ョ
ウ
ヤ
マ（
城
山
）と
い
う
。

ふ
も
と
に
は
城
山
小
学
校
が
あ
る
。
こ
の
知
盛
が

築
い
た
島
末
城
は
源
平
合
戦
の
終
盤
（
一
一
八
四

年
）
に
決
戦
を
迎
え
る
覚
悟
で
周
防
大
島
に
築
い

た
山
城
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
史
書
吾
妻
鏡
に
は

「
大
島
は
平
氏
謀
反
の
時
、
新
大
納
言
（
知
盛
）

城
を
構
え
て
居
住
旬
月
に
及
ぶ
・
・
・
」
と
あ
る
。

そ
の
た
め
だ
ろ
う
か
、
周
防
大
島
に
は
赤
い
鳥
居

が
多
い
。
地
元
で
は
宮
島
さ
ん
と
呼
ん
で
親
し
ま

れ
て
い
る
。

　
壇
ノ
浦
の
地
元
漁
師
は
海
に
散
っ
た
幼
帝
安
徳

と
平
家
一
族
を
偲
ん
で
正
座
を
し
て
鯛
を
釣
る
と

い
う
。
こ
こ
で
は
鯛
を
ヘ
イ
ケ
ウ
オ
と
呼
ぶ
そ
う

だ
。

　
よ
ー
く
み
る
と
、
瀬
戸
内
に
源
氏
の
名
の
つ
く

魚
が
い
な
い
。
　

　
ド
ラ
マ
を
み
る
と
、
と
か
く
清
盛
や
頼
朝
が

憎
々
し
く
描
か
れ
、
超
美
男
子
は
源
九
郎
判
官
義

経
。
こ
の
判
官
び
い
き
に
対
し
て
瀬
戸
内
は
平
家

び
い
き
に
間
違
い
な
い
。

 

　
平
安
の
世
は
、
平
家
を
射
っ
た
源
氏
が
鎌
倉
幕

府
を
開
い
て
鎌
倉
時
代
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
今

の
世
、
瀬
戸
内
の
海
の
底
の
合
戦
は
平
家
に
軍
配

ア
リ
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。           

　

　
　
　
　（
文
・
写
真
／
ま
つ
も
と
・
し
ょ
う
じ
）

霧にけむる沖家室島

沖家室島より
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僕
の
住
む
島
は
沖
家
室
（
お
き
か
む
ろ
）
島
。

瀬
戸
内
海
で
淡
路
島
、
小
豆
島
に
つ
い
で
三
番
目

に
大
き
い
島
の
周
防
大
島
の
ま
た
島
。
か
つ
て
は

航
路
で
つ
な
が
っ
て
い
た
が
、
三
〇
年
く
ら
い
前

に
橋
で
つ
な
が
っ
た
。

　
元
々
は
大
島
郡
に
四
つ
の
町
で
あ
っ
た
が
現
在

は
合
併
し
て
周
防
大
島
町
と
な
っ
た
。
古
事
記
に

も
名
が
登
場
す
る
古
い
島
だ
。
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ

ト
と
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
国
生
み
を
し
た
一
つ

と
の
記
述
が
あ
る
。
大
島
は
金
魚
の
形
を
し
て
い

る
。
僕
の
住
む
島
は
そ
の
金
魚
の
尻
ビ
レ
の
真
下

に
あ
る
。
神
が
大
島
を
生
み
、
そ
の
大
島
が
神
の

孫
を
生
ん
だ
、
そ
れ
が
沖
家
室
島
。
決
し
て
神
が

糞
を
し
た
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
島
は
面
白
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
か
つ

て
は
海
賊
の
島
で
あ
っ
た
と
い
う
。
今
も
地
名
に

海
賊
浦
が
あ
る
。
秀
吉
の
海
賊
禁
止
令
で
い
っ
た

ん
は
無
人
島
に
な
る
が
、
関
ヶ
原
の
合
戦
以
降
、

伊
予
の
戦
国
大
名
河
野
氏
の
没
落
後
、
そ
の
家
来

で
あ
っ
た
海
賊
衆
十
数
人
が
移
り
住
ん
で
今
に
至

る
。
だ
か
ら
そ
の
後
の
歴
史
は
四
〇
〇
年
あ
ま
り

と
割
と
新
し
い
。
そ
の
家
々
は
今
も
代
々
と
続
き
、

同
級
生
に
も
海
賊
を
祖
先
に
持
つ
。
当
の
僕
の
松

本
家
も
伊
予
か
ら
渡
っ
て
き
た
。
三
階
松
の
家
紋

か
ら
た
ど
る
と
河
野
家
の
そ
の
前
の
家
筋
の
よ
う

だ
。

　
我
が
家
は
漁
家
。
父
は
今
年
春
に
九
三
歳
で
亡

く
な
っ
た
が
、
一
本
釣
り
で
年
中
真
鯛
を
追
っ
た
。

僕
も
幼
少
か
ら
船
に
乗
り
、
小
学
六
年
生
の
こ
ろ

は
自
分
用
の
動
力
船
も
持
た
さ
れ
た
。
釣
っ
た
魚

は
漁
協
に
売
り
、
専
用
口
座
も
あ
っ
た
。
水
揚
げ

場
で
は
、
伝
票
は
父
が
松
本
春
久
な
の
で
「
マ
ツ

ハ
ル
」、
僕
は
昭
司
だ
か
ら
「
マ
ツ
シ
ョ
ウ
」
と

魚
掛
け
（
検
量
）
の
職
員
が
切
っ
た
。
子
ど
も
な

が
ら
に
大
人
扱
い
さ
れ
て
誇
ら
し
か
っ
た
。

　
こ
の
島
は
山
口
県
の
最
南
端
に
位
置
し
、
豊
後

水
道
か
ら
流
れ
込
む
黒
潮
が
島
を
洗
う
。
暖
流
系

な
の
で
熱
帯
系
の
魚
も
い
て
、
に
ぎ
や
か
だ
。
そ

ん
な
中
で
、
面
白
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
源
平
の

名
が
つ
く
魚
が
多
い
の
だ
。

　
例
え
ば
身
体
中
に
槍
を
た
て
た
縞
模
様
の
ミ
ノ
カ

サ
ゴ
を
キ
ヨ
モ
リ
と
呼
ぶ
。
コ
シ
ョ
ウ
ダ
イ
を
ト
モ

モ
リ
。
貝
が
ら
を
背
負
っ
た
ヘ
イ
カ
ガ
ニ
（
こ
れ
は

学
名
も
同
じ
か
）。
べ
ン
ケ
イ
ガ
ニ
も
い
る
。
図
鑑
を

開
く
と
源
平
に
な
ぞ
ら
え
た
魚
名
が
他
に
も
た
く
さ

ん
あ
る
。
一
の
谷
の
合
戦
で
平
敦
盛
を
討
っ
た
の
は

源
氏
の
関
東
の
武
将
熊
谷
直
実
。
ア
ツ
モ
リ
ウ
オ
と

ク
マ
ガ
イ
ウ
オ
が
同
じ
ト
ク
ビ
レ
科
に
い
る
の
は
笑

わ
せ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
九
州
で
は
タ
メ
ト
モ
ハ
ゼ
、

チ
ン
ゼ
イ
シ
タ
ビ
ラ
メ
と
い
う
の
が
い
る
。
こ
れ
は

九
州
源
氏
鎮
西
八
郎
為
朝
の
名
を
と
っ
た
も
の
だ
ろ

う
。

　
漁
法
が
面
白
い
。
戦
前
ま
で
行
わ
れ
た
い
た
、
鳥

が
空
か
ら
イ
カ
ナ
ゴ
や
イ
ワ
シ
な
ど
の
小
魚
を
追
い
、

浮
い
て
き
た
魚
を
漁
師
が
捕
獲
す
る
ア
ビ
漁
。
こ
の

ア
ビ
を
ヘ
イ
ケ
ダ
オ
シ
と
呼
ん
だ
。
ト
リ
マ
ワ
シ
と

も
い
う
。鳥
回
す
と
い
う
意
味
か
。地
元
の
方
言
に「
追

い
ま
わ
す
」
を
ト
リ
マ
ワ
ス
と
い
う
。「
ア
イ
ツ
は
気

に
食
わ
ん
。
ト
リ
マ
ワ
シ
て
や
る
！
！
」
と
。

　
少
し
前
に
、
関
門
海
峡
へ
降
り
立
っ
た
。
狭
い
海

峡
に
大
型
船
が
ひ
し
め
き
合
う
。こ
こ
は
壇
ノ
浦
パ
ー

キ
ン
グ
エ
リ
ア
。
源
平
の
最
後
の
決
戦
と
な
っ
た
と

こ
ろ
だ
。
幼
帝
安
徳
天
皇
と
と
も
に
海
に
沈
ん
だ
平

家
の
大
将 

平
知
盛
。

 

　
我
が
沖
家
室
島
の
近
く
に
知
盛
の
城
が
あ
っ

た
。
そ
の
地
区
名
を
ジ
ョ
ウ
ヤ
マ（
城
山
）と
い
う
。

ふ
も
と
に
は
城
山
小
学
校
が
あ
る
。
こ
の
知
盛
が

築
い
た
島
末
城
は
源
平
合
戦
の
終
盤
（
一
一
八
四

年
）
に
決
戦
を
迎
え
る
覚
悟
で
周
防
大
島
に
築
い

た
山
城
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
史
書
吾
妻
鏡
に
は

「
大
島
は
平
氏
謀
反
の
時
、
新
大
納
言
（
知
盛
）

城
を
構
え
て
居
住
旬
月
に
及
ぶ
・
・
・
」
と
あ
る
。

そ
の
た
め
だ
ろ
う
か
、
周
防
大
島
に
は
赤
い
鳥
居

が
多
い
。
地
元
で
は
宮
島
さ
ん
と
呼
ん
で
親
し
ま

れ
て
い
る
。

　
壇
ノ
浦
の
地
元
漁
師
は
海
に
散
っ
た
幼
帝
安
徳

と
平
家
一
族
を
偲
ん
で
正
座
を
し
て
鯛
を
釣
る
と

い
う
。
こ
こ
で
は
鯛
を
ヘ
イ
ケ
ウ
オ
と
呼
ぶ
そ
う

だ
。

　
よ
ー
く
み
る
と
、
瀬
戸
内
に
源
氏
の
名
の
つ
く

魚
が
い
な
い
。
　

　
ド
ラ
マ
を
み
る
と
、
と
か
く
清
盛
や
頼
朝
が

憎
々
し
く
描
か
れ
、
超
美
男
子
は
源
九
郎
判
官
義

経
。
こ
の
判
官
び
い
き
に
対
し
て
瀬
戸
内
は
平
家

び
い
き
に
間
違
い
な
い
。

 

　
平
安
の
世
は
、
平
家
を
射
っ
た
源
氏
が
鎌
倉
幕

府
を
開
い
て
鎌
倉
時
代
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
今

の
世
、
瀬
戸
内
の
海
の
底
の
合
戦
は
平
家
に
軍
配

ア
リ
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。           

　

　
　
　
　（
文
・
写
真
／
ま
つ
も
と
・
し
ょ
う
じ
）

「鯛の里日記」https://tainosato.hatenablog.jp/
周防大島町沖家室島の民泊体験施設・居酒屋の日常と
宮本常一による民俗学の学びを書いています。

沖家室島で暮らす猫たち

茹であがったウチワエビ
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シ
ズ
さ
ん
は
自
分
の
田
ん
ぼ
が
大
好
き
だ
。
そ
こ
に
は
シ
ズ
さ
ん
を
ワ
ク
ワ

ク
さ
せ
る
世
界
が
あ
る
。
婚
家
の
舅
か
ら
米
作
り
の
主
力
を
大
工
の
夫
に
代
わ
っ

て
受
け
継
い
だ
時
、
彼
女
は
田
の
畔
に
ど
ん
な
植
物
が
眠
っ
て
い
る
の
か
を
探
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ま
で
は
幸
運
に
も
刈
ら
れ
ず
に
花
期
を
迎
え
ら
れ
た

も
の
だ
け
、
そ
の
花
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
も
の
の
、
芽
が
出
た
の
は
知
っ
て

い
て
も
そ
の
花
ま
で
見
届
け
る
こ
と
の
な
か
っ
た
植
物
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ

が
見
た
い
が
た
め
に
、
シ
ズ
さ
ん
は
田
の
畔
を
刈
り
払
い
機
で
は
な
く
鎌
で
手

刈
り
し
た
。

　
春
の
定
番
、
オ
オ
イ
ヌ
ノ
フ
グ
リ
・
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
・
ハ
コ
ベ
・
フ
キ
ノ
ト
ウ
・

ス
ミ
レ
の
に
ぎ
わ
い
に
は
じ
ま
り
、
田
ん
ぼ
の
畔
に
見
る
こ
と
は
珍
し
く
な
っ

た
シ
ョ
ジ
ョ
ウ
バ
カ
マ
や
フ
デ
リ
ン
ド
ウ
や
ワ
レ
モ
コ
ウ
、
さ
ら
に
は
絶
滅
危

惧
種
の
ス
ズ
サ
イ
コ
な
ど
な
ど
。
そ
こ
に
は
当
然
、
虫
も
蛙
も
蛇
も
集
ま
っ
て

く
る
。
生
命
の
彩
り
も
循
環
も
息
づ
く
世
界
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
ん
な
生
き
物

の
世
界
に
眼
を
細
め
な
が
ら
、
シ
ズ
さ
ん
は
田
の
仕
事
に
精
を
出
す
。
こ
ん
な

花
や
虫
た
ち
を
見
て
い
る
と
、
除
草
剤
も
殺
虫
剤
も
撒
け
な
く
な
っ
た
、
と
シ

ズ
さ
ん
は
言
っ
た
。

　
そ
の
シ
ズ
さ
ん
に
、
あ
る
時
、
米
を
分
け
て
く
れ
な
い
か
と
頼
ん
で
み
た
こ

と
が
あ
る
。
正
真
正
銘
の
無
農
薬
米
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
ズ
さ
ん
は
こ

ん
な
話
を
し
て
く
れ
た
。
や
は
り
米
を
譲
っ
て
く
れ
と
い
う
知
り
合
い
が
い
て
、

三
〇
キ
ロ
取
り
置
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
値
段
は
市
価
よ
り
少
し
安
く
し
て
い

た
。
そ
の
知
り
合
い
は
な
か
な
か
取
り
に
現
れ
ず
、
再
三
の
催
促
の
後
に
や
っ

て
来
た
が
、
買
っ
て
や
る
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
態
度
に
シ
ズ
さ
ん
は
ひ
ど
く
傷

つ
い
た
と
。
市
場
に
出
回
る
米
と
同
じ
に
思
わ
れ
る
の
は
、
正
直
悔
し
か
っ
た

に
違
い
な
い
。
そ
れ
以
来
、
米
を
知
り
合
い
に
売
る
の
は
や
め
た
。
手
間
も
暇

も
惜
し
ま
ず
心
を
込
め
て
作
っ
た
米
に
、
値
段
な
ん
か
つ
け
ら
れ
な
い
、
と
シ

ズ
さ
ん
は
私
の
頼
み
に
そ
う
応
じ
た
の
だ
っ
た
。
シ
ズ
さ
ん
の
語
っ
た
こ
と
は

胸
に
深
く
沈
ん
だ
。

　
シ
ズ
さ
ん
の
米
に
は
確
か
に
値
段
な
ん
か
つ
け
ら
れ
な
い
。
そ
う
考
え
て
み

る
と
、
自
分
の
周
り
に
は
値
段
な
ん
か
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

北
澤
の
お
じ
い
ま
が
作
っ
て
く
れ
た
ワ
ラ
ゾ
ウ
リ
。
小
糸
さ
ん
の
手
作
り
コ
ン

ニ
ャ
ク
。
娘
の
編
む
あ
っ
た
か
い
毛
糸
の
靴
下
。
会
う
た
び
に
友
人
た
ち
の
く

れ
る
畑
の
野
菜
。
自
分
の
生
活
の
中
に
、
値
段
な
ど
つ
け
ら
れ
な
い
価
値
あ
る

も
の
の
占
め
る
割
合
が
、
思
っ
た
よ
り
大
き
か
っ
た
こ
と
に
、
シ
ズ
さ
ん
の
言

葉
で
気
づ
か
さ
れ
た
。
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　
先
日
の
こ
と
、
ム
シ
ロ
を
織
る
機
の
寸
法
を
測
ら
せ
て
く
れ
と
、
シ
ズ
さ
ん

が
大
工
の
連
れ
合
い
と
一
緒
に
私
を
訪
ね
て
き
た
。
そ
の
手
に
シ
ズ
さ
ん
は
米

を
抱
え
て
い
た
。

　
　  

　
ヤ
ス
エ
さ
ん
を
悼
む

　
移
住
者
の
多
い
集
落
の
中
で
、
数
少
な
い
元
か
ら
の
住
民
の
う
ち
、
一
番
若

い
ヤ
ス
エ
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。

　
ヤ
ス
エ
さ
ん
は
長
年
の
斜
面
の
山
畑
で
の
重
労
働
が
た
た
っ
た
の
か
、
だ
い

ぶ
前
か
ら
膝
が
変
形
し
歩
く
の
が
難
儀
そ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
が
一
年
程
前
だ
っ

た
か
、
尻
餅
を
つ
い
た
後
歩
け
な
く
な
り
病
院
に
入
院
し
た
。
退
院
し
て
か
ら

も
車
椅
子
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
外
に
い
る
姿
を
見
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

つ
い
最
近
に
な
っ
て
、
股
関
節
の
手
術
を
す
る
た
め
に
ま
た
入
院
し
た
と
聞
い

て
い
た
。
そ
れ
が
感
染
症
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
、
肺
炎
を
併
発
し
て
急

逝
し
た
の
だ
っ
た
。

　
ヤ
ス
エ
さ
ん
と
い
え
ば
、
私
た
ち
移
住
者
に
は
と
て
も
厳
し
い
人
だ
っ
た
。

ト
ー
ン
の
高
い
声
で
文
句
を
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
私
は
秘
か
に
ス
ピ
ッ
ツ

み
た
い
な
人
だ
な
と
思
っ
て
い
た
。
失
礼
な
話
で
恐
縮
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
キ
ャ

ン
吠
え
る
し
、
油
断
し
て
る
と
咬
み
つ
か
れ
る
。
目
が
大
き
く
て
意
外
と
澄
ん

だ
つ
ぶ
ら
な
瞳
で
、そ
れ
も
ス
ピ
ッ
ツ
に
似
て
い
な
く
も
な
い
。
正
直
な
と
こ
ろ
、

な
る
べ
く
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
避
け
た
い
人
だ
っ
た
。

　
文
句
の
中
味
は
畑
が
草
だ
ら
け
な
こ
と
、
集
落
の
し
き
た
り
が
守
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
、
私
た
ち
移
住
組
の
子
供
や
飼
い
猫
が
粗
相
す
る
こ
と
な
ど
、
口
を

開
け
ば
ま
ず
文
句
と
思
っ
て
間
違
い
な
い
く
ら
い
だ
っ
た
。
ヤ
ス
エ
さ
ん
に
し

た
ら
、私
た
ち
の
や
り
方
は
ま
ず
手
ぬ
る
い
。
そ
れ
だ
け
ガ
ミ
ガ
ミ
言
え
る
の
は
、

自
分
が
ぬ
か
り
な
く
や
る
こ
と
に
努
力
を
重
ね
て
き
た
か
ら
だ
。
そ
う
、
ヤ
ス

エ
さ
ん
は
本
当
に
働
き
者
だ
っ
た
。

　
長
年
寝
た
き
り
だ
っ
た
姑
の
介
護
を
続
け
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
や
夫
は

村
の
議
員
に
な
り
、
周
囲
に
頭
を
下
げ
る
こ
と
が
増
え
、
そ
の
夫
が
病
に
倒
れ

る
と
看
病
と
農
業
を
一
人
で
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
考
え
れ
ば
、
ヤ
ス

エ
さ
ん
は
働
き
づ
め
の
一
生
を
送
っ
た
人
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
私
た
ち
に

向
け
て
の
文
句
は
、
う
っ
ぷ
ん
晴
ら
し
で
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
の
ヤ
ス
エ
さ
ん
が
、
歩
け
な
く
な
っ
て
か
ら
は
す
っ
か
り
家
の
中
の
人
に

な
り
、
日
射
し
や
風
に
さ
ら
さ
れ
た
農
婦
の
顔
が
、
色
白
の
お
だ
や
か
な
表
情

に
変
わ
っ
て
い
た
。
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
時
に
、あ
あ
、こ
の
人
は
こ
ん
な
顔
だ
っ

た
の
か
と
驚
い
た
。

　
そ
の
後
会
う
こ
と
も
な
く
、
こ
の
訃
報
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を

知
っ
た
翌
日
、
集
落
内
の
路
上
で
ヤ
ス
エ
さ
ん
の
娘
に
声
を
か
け
ら
れ
た
。
雪

を
冠
っ
た
山
を
母
に
み
せ
て
あ
げ
よ
う
と
思
っ
て
、
と
カ
メ
ラ
を
手
に
し
て
い

た
。
病
院
か
ら
戻
っ
て
き
た
物
言
わ
ぬ
ヤ
ス
エ
さ
ん
は
、「
本
当
に
キ
レ
イ
な
顔

を
し
て
い
る
の
」
と
娘
は
教
え
て
く
れ
た
。

　
つ
ら
い
一
生
を
送
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
娘
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
子

や
孫
た
ち
に
大
切
に
思
わ
れ
て
い
た
私
た
ち
の
知
ら
な
い
ヤ
ス
エ
さ
ん
の
家
庭

で
の
姿
が
見
え
て
き
て
、
ど
こ
か
安
堵
の
胸
を
な
で
お
ろ
す
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
な
か
む
ら
・
ま
さ
こ
）

　
シ
ズ
さ
ん
は
自
分
の
田
ん
ぼ
が
大
好
き
だ
。
そ
こ
に
は
シ
ズ
さ
ん
を
ワ
ク
ワ

ク
さ
せ
る
世
界
が
あ
る
。
婚
家
の
舅
か
ら
米
作
り
の
主
力
を
大
工
の
夫
に
代
わ
っ

て
受
け
継
い
だ
時
、
彼
女
は
田
の
畔
に
ど
ん
な
植
物
が
眠
っ
て
い
る
の
か
を
探
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ま
で
は
幸
運
に
も
刈
ら
れ
ず
に
花
期
を
迎
え
ら
れ
た

も
の
だ
け
、
そ
の
花
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
も
の
の
、
芽
が
出
た
の
は
知
っ
て

い
て
も
そ
の
花
ま
で
見
届
け
る
こ
と
の
な
か
っ
た
植
物
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ

が
見
た
い
が
た
め
に
、
シ
ズ
さ
ん
は
田
の
畔
を
刈
り
払
い
機
で
は
な
く
鎌
で
手

刈
り
し
た
。

　
春
の
定
番
、
オ
オ
イ
ヌ
ノ
フ
グ
リ
・
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
・
ハ
コ
ベ
・
フ
キ
ノ
ト
ウ
・

ス
ミ
レ
の
に
ぎ
わ
い
に
は
じ
ま
り
、
田
ん
ぼ
の
畔
に
見
る
こ
と
は
珍
し
く
な
っ

た
シ
ョ
ジ
ョ
ウ
バ
カ
マ
や
フ
デ
リ
ン
ド
ウ
や
ワ
レ
モ
コ
ウ
、
さ
ら
に
は
絶
滅
危

惧
種
の
ス
ズ
サ
イ
コ
な
ど
な
ど
。
そ
こ
に
は
当
然
、
虫
も
蛙
も
蛇
も
集
ま
っ
て

く
る
。
生
命
の
彩
り
も
循
環
も
息
づ
く
世
界
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
ん
な
生
き
物

の
世
界
に
眼
を
細
め
な
が
ら
、
シ
ズ
さ
ん
は
田
の
仕
事
に
精
を
出
す
。
こ
ん
な

山
の
時
間

中
村
政
子

シ
ズ
さ
ん
の
こ
と

花
や
虫
た
ち
を
見
て
い
る
と
、
除
草
剤
も
殺
虫
剤
も
撒
け
な
く
な
っ
た
、
と
シ

ズ
さ
ん
は
言
っ
た
。

　
そ
の
シ
ズ
さ
ん
に
、
あ
る
時
、
米
を
分
け
て
く
れ
な
い
か
と
頼
ん
で
み
た
こ

と
が
あ
る
。
正
真
正
銘
の
無
農
薬
米
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
ズ
さ
ん
は
こ

ん
な
話
を
し
て
く
れ
た
。
や
は
り
米
を
譲
っ
て
く
れ
と
い
う
知
り
合
い
が
い
て
、

三
〇
キ
ロ
取
り
置
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
値
段
は
市
価
よ
り
少
し
安
く
し
て
い

た
。
そ
の
知
り
合
い
は
な
か
な
か
取
り
に
現
れ
ず
、
再
三
の
催
促
の
後
に
や
っ

て
来
た
が
、
買
っ
て
や
る
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
態
度
に
シ
ズ
さ
ん
は
ひ
ど
く
傷

つ
い
た
と
。
市
場
に
出
回
る
米
と
同
じ
に
思
わ
れ
る
の
は
、
正
直
悔
し
か
っ
た

に
違
い
な
い
。
そ
れ
以
来
、
米
を
知
り
合
い
に
売
る
の
は
や
め
た
。
手
間
も
暇

も
惜
し
ま
ず
心
を
込
め
て
作
っ
た
米
に
、
値
段
な
ん
か
つ
け
ら
れ
な
い
、
と
シ

ズ
さ
ん
は
私
の
頼
み
に
そ
う
応
じ
た
の
だ
っ
た
。
シ
ズ
さ
ん
の
語
っ
た
こ
と
は

胸
に
深
く
沈
ん
だ
。

　
シ
ズ
さ
ん
の
米
に
は
確
か
に
値
段
な
ん
か
つ
け
ら
れ
な
い
。
そ
う
考
え
て
み

る
と
、
自
分
の
周
り
に
は
値
段
な
ん
か
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

北
澤
の
お
じ
い
ま
が
作
っ
て
く
れ
た
ワ
ラ
ゾ
ウ
リ
。
小
糸
さ
ん
の
手
作
り
コ
ン

ニ
ャ
ク
。
娘
の
編
む
あ
っ
た
か
い
毛
糸
の
靴
下
。
会
う
た
び
に
友
人
た
ち
の
く

れ
る
畑
の
野
菜
。
自
分
の
生
活
の
中
に
、
値
段
な
ど
つ
け
ら
れ
な
い
価
値
あ
る

も
の
の
占
め
る
割
合
が
、
思
っ
た
よ
り
大
き
か
っ
た
こ
と
に
、
シ
ズ
さ
ん
の
言

葉
で
気
づ
か
さ
れ
た
。
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　
先
日
の
こ
と
、
ム
シ
ロ
を
織
る
機
の
寸
法
を
測
ら
せ
て
く
れ
と
、
シ
ズ
さ
ん

が
大
工
の
連
れ
合
い
と
一
緒
に
私
を
訪
ね
て
き
た
。
そ
の
手
に
シ
ズ
さ
ん
は
米

を
抱
え
て
い
た
。

　
　  

　
ヤ
ス
エ
さ
ん
を
悼
む

　
移
住
者
の
多
い
集
落
の
中
で
、
数
少
な
い
元
か
ら
の
住
民
の
う
ち
、
一
番
若

い
ヤ
ス
エ
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。

　
ヤ
ス
エ
さ
ん
は
長
年
の
斜
面
の
山
畑
で
の
重
労
働
が
た
た
っ
た
の
か
、
だ
い

ぶ
前
か
ら
膝
が
変
形
し
歩
く
の
が
難
儀
そ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
が
一
年
程
前
だ
っ

た
か
、
尻
餅
を
つ
い
た
後
歩
け
な
く
な
り
病
院
に
入
院
し
た
。
退
院
し
て
か
ら

も
車
椅
子
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
外
に
い
る
姿
を
見
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

つ
い
最
近
に
な
っ
て
、
股
関
節
の
手
術
を
す
る
た
め
に
ま
た
入
院
し
た
と
聞
い

て
い
た
。
そ
れ
が
感
染
症
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
、
肺
炎
を
併
発
し
て
急

逝
し
た
の
だ
っ
た
。

　
ヤ
ス
エ
さ
ん
と
い
え
ば
、
私
た
ち
移
住
者
に
は
と
て
も
厳
し
い
人
だ
っ
た
。

ト
ー
ン
の
高
い
声
で
文
句
を
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
私
は
秘
か
に
ス
ピ
ッ
ツ

み
た
い
な
人
だ
な
と
思
っ
て
い
た
。
失
礼
な
話
で
恐
縮
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
キ
ャ

ン
吠
え
る
し
、
油
断
し
て
る
と
咬
み
つ
か
れ
る
。
目
が
大
き
く
て
意
外
と
澄
ん

だ
つ
ぶ
ら
な
瞳
で
、そ
れ
も
ス
ピ
ッ
ツ
に
似
て
い
な
く
も
な
い
。
正
直
な
と
こ
ろ
、

な
る
べ
く
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
避
け
た
い
人
だ
っ
た
。

　
文
句
の
中
味
は
畑
が
草
だ
ら
け
な
こ
と
、
集
落
の
し
き
た
り
が
守
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
、
私
た
ち
移
住
組
の
子
供
や
飼
い
猫
が
粗
相
す
る
こ
と
な
ど
、
口
を

開
け
ば
ま
ず
文
句
と
思
っ
て
間
違
い
な
い
く
ら
い
だ
っ
た
。
ヤ
ス
エ
さ
ん
に
し

た
ら
、私
た
ち
の
や
り
方
は
ま
ず
手
ぬ
る
い
。
そ
れ
だ
け
ガ
ミ
ガ
ミ
言
え
る
の
は
、

自
分
が
ぬ
か
り
な
く
や
る
こ
と
に
努
力
を
重
ね
て
き
た
か
ら
だ
。
そ
う
、
ヤ
ス

エ
さ
ん
は
本
当
に
働
き
者
だ
っ
た
。

　
長
年
寝
た
き
り
だ
っ
た
姑
の
介
護
を
続
け
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
や
夫
は

村
の
議
員
に
な
り
、
周
囲
に
頭
を
下
げ
る
こ
と
が
増
え
、
そ
の
夫
が
病
に
倒
れ

る
と
看
病
と
農
業
を
一
人
で
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
考
え
れ
ば
、
ヤ
ス

エ
さ
ん
は
働
き
づ
め
の
一
生
を
送
っ
た
人
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
私
た
ち
に

向
け
て
の
文
句
は
、
う
っ
ぷ
ん
晴
ら
し
で
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
の
ヤ
ス
エ
さ
ん
が
、
歩
け
な
く
な
っ
て
か
ら
は
す
っ
か
り
家
の
中
の
人
に

な
り
、
日
射
し
や
風
に
さ
ら
さ
れ
た
農
婦
の
顔
が
、
色
白
の
お
だ
や
か
な
表
情

に
変
わ
っ
て
い
た
。
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
時
に
、あ
あ
、こ
の
人
は
こ
ん
な
顔
だ
っ

た
の
か
と
驚
い
た
。

　
そ
の
後
会
う
こ
と
も
な
く
、
こ
の
訃
報
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を

知
っ
た
翌
日
、
集
落
内
の
路
上
で
ヤ
ス
エ
さ
ん
の
娘
に
声
を
か
け
ら
れ
た
。
雪

を
冠
っ
た
山
を
母
に
み
せ
て
あ
げ
よ
う
と
思
っ
て
、
と
カ
メ
ラ
を
手
に
し
て
い

た
。
病
院
か
ら
戻
っ
て
き
た
物
言
わ
ぬ
ヤ
ス
エ
さ
ん
は
、「
本
当
に
キ
レ
イ
な
顔

を
し
て
い
る
の
」
と
娘
は
教
え
て
く
れ
た
。

　
つ
ら
い
一
生
を
送
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
娘
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
子

や
孫
た
ち
に
大
切
に
思
わ
れ
て
い
た
私
た
ち
の
知
ら
な
い
ヤ
ス
エ
さ
ん
の
家
庭

で
の
姿
が
見
え
て
き
て
、
ど
こ
か
安
堵
の
胸
を
な
で
お
ろ
す
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
な
か
む
ら
・
ま
さ
こ
）
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シ
ズ
さ
ん
は
自
分
の
田
ん
ぼ
が
大
好
き
だ
。
そ
こ
に
は
シ
ズ
さ
ん
を
ワ
ク
ワ

ク
さ
せ
る
世
界
が
あ
る
。
婚
家
の
舅
か
ら
米
作
り
の
主
力
を
大
工
の
夫
に
代
わ
っ

て
受
け
継
い
だ
時
、
彼
女
は
田
の
畔
に
ど
ん
な
植
物
が
眠
っ
て
い
る
の
か
を
探
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ま
で
は
幸
運
に
も
刈
ら
れ
ず
に
花
期
を
迎
え
ら
れ
た

も
の
だ
け
、
そ
の
花
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
も
の
の
、
芽
が
出
た
の
は
知
っ
て

い
て
も
そ
の
花
ま
で
見
届
け
る
こ
と
の
な
か
っ
た
植
物
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ

が
見
た
い
が
た
め
に
、
シ
ズ
さ
ん
は
田
の
畔
を
刈
り
払
い
機
で
は
な
く
鎌
で
手

刈
り
し
た
。

　
春
の
定
番
、
オ
オ
イ
ヌ
ノ
フ
グ
リ
・
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
・
ハ
コ
ベ
・
フ
キ
ノ
ト
ウ
・

ス
ミ
レ
の
に
ぎ
わ
い
に
は
じ
ま
り
、
田
ん
ぼ
の
畔
に
見
る
こ
と
は
珍
し
く
な
っ

た
シ
ョ
ジ
ョ
ウ
バ
カ
マ
や
フ
デ
リ
ン
ド
ウ
や
ワ
レ
モ
コ
ウ
、
さ
ら
に
は
絶
滅
危

惧
種
の
ス
ズ
サ
イ
コ
な
ど
な
ど
。
そ
こ
に
は
当
然
、
虫
も
蛙
も
蛇
も
集
ま
っ
て

く
る
。
生
命
の
彩
り
も
循
環
も
息
づ
く
世
界
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
ん
な
生
き
物

の
世
界
に
眼
を
細
め
な
が
ら
、
シ
ズ
さ
ん
は
田
の
仕
事
に
精
を
出
す
。
こ
ん
な

花
や
虫
た
ち
を
見
て
い
る
と
、
除
草
剤
も
殺
虫
剤
も
撒
け
な
く
な
っ
た
、
と
シ

ズ
さ
ん
は
言
っ
た
。

　
そ
の
シ
ズ
さ
ん
に
、
あ
る
時
、
米
を
分
け
て
く
れ
な
い
か
と
頼
ん
で
み
た
こ

と
が
あ
る
。
正
真
正
銘
の
無
農
薬
米
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
ズ
さ
ん
は
こ

ん
な
話
を
し
て
く
れ
た
。
や
は
り
米
を
譲
っ
て
く
れ
と
い
う
知
り
合
い
が
い
て
、

三
〇
キ
ロ
取
り
置
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
値
段
は
市
価
よ
り
少
し
安
く
し
て
い

た
。
そ
の
知
り
合
い
は
な
か
な
か
取
り
に
現
れ
ず
、
再
三
の
催
促
の
後
に
や
っ

て
来
た
が
、
買
っ
て
や
る
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
態
度
に
シ
ズ
さ
ん
は
ひ
ど
く
傷

つ
い
た
と
。
市
場
に
出
回
る
米
と
同
じ
に
思
わ
れ
る
の
は
、
正
直
悔
し
か
っ
た

に
違
い
な
い
。
そ
れ
以
来
、
米
を
知
り
合
い
に
売
る
の
は
や
め
た
。
手
間
も
暇

も
惜
し
ま
ず
心
を
込
め
て
作
っ
た
米
に
、
値
段
な
ん
か
つ
け
ら
れ
な
い
、
と
シ

ズ
さ
ん
は
私
の
頼
み
に
そ
う
応
じ
た
の
だ
っ
た
。
シ
ズ
さ
ん
の
語
っ
た
こ
と
は

胸
に
深
く
沈
ん
だ
。

　
シ
ズ
さ
ん
の
米
に
は
確
か
に
値
段
な
ん
か
つ
け
ら
れ
な
い
。
そ
う
考
え
て
み

る
と
、
自
分
の
周
り
に
は
値
段
な
ん
か
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

北
澤
の
お
じ
い
ま
が
作
っ
て
く
れ
た
ワ
ラ
ゾ
ウ
リ
。
小
糸
さ
ん
の
手
作
り
コ
ン

ニ
ャ
ク
。
娘
の
編
む
あ
っ
た
か
い
毛
糸
の
靴
下
。
会
う
た
び
に
友
人
た
ち
の
く

れ
る
畑
の
野
菜
。
自
分
の
生
活
の
中
に
、
値
段
な
ど
つ
け
ら
れ
な
い
価
値
あ
る

も
の
の
占
め
る
割
合
が
、
思
っ
た
よ
り
大
き
か
っ
た
こ
と
に
、
シ
ズ
さ
ん
の
言

葉
で
気
づ
か
さ
れ
た
。
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　
先
日
の
こ
と
、
ム
シ
ロ
を
織
る
機
の
寸
法
を
測
ら
せ
て
く
れ
と
、
シ
ズ
さ
ん

が
大
工
の
連
れ
合
い
と
一
緒
に
私
を
訪
ね
て
き
た
。
そ
の
手
に
シ
ズ
さ
ん
は
米

を
抱
え
て
い
た
。

　
　  

　
ヤ
ス
エ
さ
ん
を
悼
む

　
移
住
者
の
多
い
集
落
の
中
で
、
数
少
な
い
元
か
ら
の
住
民
の
う
ち
、
一
番
若

い
ヤ
ス
エ
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。

　
ヤ
ス
エ
さ
ん
は
長
年
の
斜
面
の
山
畑
で
の
重
労
働
が
た
た
っ
た
の
か
、
だ
い

ぶ
前
か
ら
膝
が
変
形
し
歩
く
の
が
難
儀
そ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
が
一
年
程
前
だ
っ

た
か
、
尻
餅
を
つ
い
た
後
歩
け
な
く
な
り
病
院
に
入
院
し
た
。
退
院
し
て
か
ら

も
車
椅
子
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
外
に
い
る
姿
を
見
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

つ
い
最
近
に
な
っ
て
、
股
関
節
の
手
術
を
す
る
た
め
に
ま
た
入
院
し
た
と
聞
い

て
い
た
。
そ
れ
が
感
染
症
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
、
肺
炎
を
併
発
し
て
急

逝
し
た
の
だ
っ
た
。

　
ヤ
ス
エ
さ
ん
と
い
え
ば
、
私
た
ち
移
住
者
に
は
と
て
も
厳
し
い
人
だ
っ
た
。

ト
ー
ン
の
高
い
声
で
文
句
を
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
私
は
秘
か
に
ス
ピ
ッ
ツ

み
た
い
な
人
だ
な
と
思
っ
て
い
た
。
失
礼
な
話
で
恐
縮
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
キ
ャ

ン
吠
え
る
し
、
油
断
し
て
る
と
咬
み
つ
か
れ
る
。
目
が
大
き
く
て
意
外
と
澄
ん

だ
つ
ぶ
ら
な
瞳
で
、そ
れ
も
ス
ピ
ッ
ツ
に
似
て
い
な
く
も
な
い
。
正
直
な
と
こ
ろ
、

な
る
べ
く
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
避
け
た
い
人
だ
っ
た
。

　
文
句
の
中
味
は
畑
が
草
だ
ら
け
な
こ
と
、
集
落
の
し
き
た
り
が
守
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
、
私
た
ち
移
住
組
の
子
供
や
飼
い
猫
が
粗
相
す
る
こ
と
な
ど
、
口
を

開
け
ば
ま
ず
文
句
と
思
っ
て
間
違
い
な
い
く
ら
い
だ
っ
た
。
ヤ
ス
エ
さ
ん
に
し

た
ら
、私
た
ち
の
や
り
方
は
ま
ず
手
ぬ
る
い
。
そ
れ
だ
け
ガ
ミ
ガ
ミ
言
え
る
の
は
、

自
分
が
ぬ
か
り
な
く
や
る
こ
と
に
努
力
を
重
ね
て
き
た
か
ら
だ
。
そ
う
、
ヤ
ス

エ
さ
ん
は
本
当
に
働
き
者
だ
っ
た
。

　
長
年
寝
た
き
り
だ
っ
た
姑
の
介
護
を
続
け
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
や
夫
は

村
の
議
員
に
な
り
、
周
囲
に
頭
を
下
げ
る
こ
と
が
増
え
、
そ
の
夫
が
病
に
倒
れ

る
と
看
病
と
農
業
を
一
人
で
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
考
え
れ
ば
、
ヤ
ス

エ
さ
ん
は
働
き
づ
め
の
一
生
を
送
っ
た
人
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
私
た
ち
に

向
け
て
の
文
句
は
、
う
っ
ぷ
ん
晴
ら
し
で
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
の
ヤ
ス
エ
さ
ん
が
、
歩
け
な
く
な
っ
て
か
ら
は
す
っ
か
り
家
の
中
の
人
に

な
り
、
日
射
し
や
風
に
さ
ら
さ
れ
た
農
婦
の
顔
が
、
色
白
の
お
だ
や
か
な
表
情

に
変
わ
っ
て
い
た
。
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
時
に
、あ
あ
、こ
の
人
は
こ
ん
な
顔
だ
っ

た
の
か
と
驚
い
た
。

　
そ
の
後
会
う
こ
と
も
な
く
、
こ
の
訃
報
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を

知
っ
た
翌
日
、
集
落
内
の
路
上
で
ヤ
ス
エ
さ
ん
の
娘
に
声
を
か
け
ら
れ
た
。
雪

を
冠
っ
た
山
を
母
に
み
せ
て
あ
げ
よ
う
と
思
っ
て
、
と
カ
メ
ラ
を
手
に
し
て
い

た
。
病
院
か
ら
戻
っ
て
き
た
物
言
わ
ぬ
ヤ
ス
エ
さ
ん
は
、「
本
当
に
キ
レ
イ
な
顔

を
し
て
い
る
の
」
と
娘
は
教
え
て
く
れ
た
。

　
つ
ら
い
一
生
を
送
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
娘
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
子

や
孫
た
ち
に
大
切
に
思
わ
れ
て
い
た
私
た
ち
の
知
ら
な
い
ヤ
ス
エ
さ
ん
の
家
庭

で
の
姿
が
見
え
て
き
て
、
ど
こ
か
安
堵
の
胸
を
な
で
お
ろ
す
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
な
か
む
ら
・
ま
さ
こ
）
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幼
い
頃
か
ら
よ
く
遊
ん
だ
祖
父
母
の
家
の
庭
に

は
、
昔
か
ら
様
々
な
植
物
が
あ
り
ま
し
た
。
中
で
も
、

現
在
も
毎
年
た
わ
わ
に
実
を
つ
け
る
金
柑
の
木
は
、

私
が
特
に
親
し
み
を
感
じ
る
植
物
の
一
つ
で
す
。
そ

の
場
で
す
ぐ
プ
チ
ン
と
も
い
で
甘
い
皮
ご
と
齧
っ
て

食
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
、
さ
な
が
ら
自
然
の
お
や
つ

と
い
っ
た
感
覚
で
す
。

   

金
柑
は
、
中
国
原
産
で
ミ
カ
ン
科
キ
ン
カ
ン
属
の

果
樹
で
す
。
小
さ
な
蜜
柑
の
よ
う
な
実
を
つ
け
る
こ

と
か
ら
、
別
名
「
ヒ
メ
タ
チ
バ
ナ
（
姫
橘
）」
と
も

呼
ば
れ
ま
す
。
英
名
は
「Cum

quat

（
カ
ム
ク
ァ
ッ

ト
）」
と
い
う
、
日
本
人
に
は
発
音
し
づ
ら
い
名
前

で
す
が
、
金
柑
の
広
東
語
で
の
発
音
が
元
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。

   

金
柑
の
花
言
葉
は
「
感
謝
」、「
思
い
出
」
で
す
。

そ
の
由
来
は
、
金
柑
が
日
本
に
や
っ
て
き
た
経
緯
に

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

  

金
柑
が
い
つ
頃
日
本
で
広
ま
っ
た
の
か
は
諸
説
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
昔
、
難
破
し
た
中
国
の
船
を
助
け

た
際
に
、
助
け
て
も
ら
っ
た
御
礼
に
と
乗
組
員
が
く

金
柑

植
物
紀
行

・
七

荒
谷
　
渚

れ
た
金
柑
の
種
を
撒
い
た
こ
と
が
、
日
本
全
国
に
広

ま
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。        

　
　
　

　
現
代
で
も
喉
飴
が
一
般
的
に
売
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
金
柑
は
古
く
か
ら
咳
止
め
や
喉
の
痛
み
止
め
と

し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。
私
の
家
で
は
、

祖
母
が
よ
く
金
柑
の
甘
露
煮
を
作
っ
て
く
れ
る
の
で

す
が
、「
体
に
良
い
か
ら
」
と
冷
蔵
庫
を
開
け
る
た

び
に
つ
い
つ
い
罪
悪
感
な
く
摘
み
食
い
し
て
し
ま
い

ま
す
。
柑
橘
類
の
皮
に
は
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
が
沢
山
含
ま

れ
て
い
ま
す
の
で
、
皮
ご
と
食
べ
ら
れ
る
金
柑
は
、

風
邪
を
ひ
き
や
す
い
冬
場
に
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
を
美
味
し

く
摂
る
こ
と
が
で
き
る
、あ
り
が
た
い
果
物
で
す
ね
。

   

き
っ
と
日
本
中
の
金
柑
の
木
に
は
、
そ
の
昔
か
ら

様
々
な
人
々
の
優
し
さ
や
思
い
や
り
に
溢
れ
た
思
い

出
が
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
新
し
く
建
て

ら
れ
る
お
家
に
お
洒
落
な
庭
木
と
し
て
植
え
ら
れ
る

こ
と
は
あ
ま
り
無
い
か
も
し
れ
な
い
金
柑
の
木
で
す

が
、
こ
う
い
っ
た
人
々
の
生
活
に
深
く
根
差
し
た
樹

木
は
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
の

気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、
大
切
に
後
世
に
残
し
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　      （
文
・
絵
／
あ
ら
た
に
・
な
ぎ
さ
）

き
ん
か
ん
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神道を考える

弥
生
神
社

宗
教
・
文
化
講
座

形が、今もいたるところに残っているという興味
深いご指摘も。神道の歴史や思想は一つではなく、
各地域に目を向ければ、よりリアルに各時代の神
道の複雑で多様な様相が見えてくるようです。二
回の講座では紙垂（しで）折りや祓詞（はらへこ
とば）の書写も行いました。
　そして大嘗祭を間近に控えた 11 月３日には、
加瀬直弥先生より「大嘗祭（だいじょうさい）は
何のために行われるのか」と題したレクチャー。
天皇の御代替りにともない行われる一代一度の

「大嘗祭」。その意味や内容を、前回行われた平成
の大嘗祭の映像を観ながら、歴史資料をひもとき
ながら学びました。
　古代より、家々や宮中で行われてきた新穀のま
つり。新嘗祭（にいなめさい）。その際に祀るべ
き神のこと。また、大嘗祭において天皇が行う祭
神への神饌（しんせん）の配膳法や、その際に使
う祭儀具の素材や作りなど、詳細に知ることがで
きました。そして、大嘗祭が「秘儀」と言われて
いることの内実も。歴史をさかのぼり、新嘗祭や
大嘗祭といったまつりを深く知ることで、新穀を
めぐるわれわれの祖先の信仰やまつりのあり方
を、素朴で深い稲作と日本人との関係を、皇室を
通して引き継がれてきたまつりの内容や形を、よ
りリアルにイメージすることができました。

　
　　　　　　　　　　　

　5 月 11 日に、第一回「神道のお葬式―魂のゆ
くえ―」を開催しました。星川杉山神社 権禰宜 
国 学 研 究 者 の 中 村 聡 先 生 に よ る 二 つ の レ ク
チャー。現在行われている神道のお葬式（神葬祭）
について、また後半は江戸時代の国学の世界で語
られてきた「魂」についてのお話でした。現在と
これからのお葬式について考えるとき、歴史を振
り返ることの大切さを学びました。
　7 月 13 日には、「神道のお葬式―神々の物語と
先祖の霊、神職たちのこころみ―」をテーマに中
村先生によるレクチャー。幕末期の津和野藩にス
ポットをあてて、死後の魂に関する国学者たちの
思想と国学者や神職たちによる神道を広める熱意
とその活動を、他宗教との関わりや時代背景とと
もにたどりました。祖先との繋がりという人々の
心に根付く思想が、キーワードの一つにありまし
た。また、津和野で奮闘した彼らが残した神道の

弥
生
神
社
で
開
催
し
て
お
り
ま
す
宗
教
・
文
化
講

座
。
昨
年
一
年
間
の
ご
報
告
で
す
。

　令
和
二
年
、
三
年
め
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
毎

回
ど
の
講
座
も
ご
予
約
不
要
。
初
め
て
の
方
も
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
御
案
内
は
境
内
の
掲

示
板
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

＊
ご
案
内
は
が
き
を
ご
希
望
の
方
は
弥
生
神
社
社

務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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 古代エジプト人の精神世界

古代の土の器

スライドトーク

「Hodophylax　道を護るもの」
した。獣としての“狼”の存在と痕跡を探りにいっ
た奥秩父。そこで出会った自然や人々との出会い
を通して人々の信仰の姿が浮き彫りに。林さんの
狼との出会いから写真集製作へいたる過程がひと
つの物語としてあり、通底するのは、林さんが抱
く自然や動物に対する愛情や畏敬の念でした。
　二回めは、林さんが多くの時間と心身を懸けた
リサーチをもとに狼の民話や伝承にスポットを当
てた内容。女優の松岡洋子さんによる 4 つの民話
の朗読では、語られる世界に引き込まれました。
みえないものを表現した映像と林さんの静かな語
りから、その昔ニホンオオカミを敬い、畏れてい
た人たちの姿と心に思いを馳せました。

器を作ろう」を開催。当日は、福田先生が灯明皿
で灯りを灯したり、台付甕でご飯を炊いたりと実
演をし、古代の生活文化を見て学んで味わいまし
た。参加者の皆さんが作った土器の作品は、二週
間ほど乾燥させてから「覆い焼き」で焼成。破損
したものもありましたが、焼き色も様々な土器が
できあがりました。

　福田健司先生による二回のレクチャーと、土
器作りから土器焼きまでのワークショップとを
合わせて四回の講座。
　7 月 28 日「祭りの器・暮らしの器～種類とカ
タチとつかい方～」をテーマに、一回めのレク
チャーを行い、8 月 25 日には「神社とかわらけ
～古代の土器のつくり方～」をテーマに、粘土
の積みあげ方から藁灰による「覆い焼き」、窯で
の焼成の仕方までを学びました。
　9 月 15 日にはいよいよワークショップ「土の

　和田浩一郎先生による連続講座。第四回めを 1
月 27 日、「賛歌・聖船・神－古代エジプトの祭
り－」をテーマに開催しました。以降、「第３章：
ナイルを渡る－葬儀のはじまりからミイラ作り
まで－」（3 月 24 日）、「第４章：死者を護り、死
者を飾る」（6 月 1 日）、「第５章：落ちた星と牛の
脚－口開きの儀式－」（8 月 24 日）、「第６章：墓
を閉じる－空の棺と足のない鳥たち－」（10 月 25

日）、第 9 回には　「獅子女神と七本の矢－年の終

わりのまじない－」（12 月 15 日）と回を重ねま
した。おもに（「序章」から始まる）古代エジプト
の埋葬についてのお話でしたが、このほか年始
には新年のお祭、年末には年の終わりの儀礼や
護符についてのテーマもとりあげました。
　毎回のワークでは古代の聖刻文字ヒエログリ
フをエジプト土産のパピルスに模写してカード

に仕上げたり、パピルスの御
守りを再現したりと、解説を
聞いて学びながら製作をしま
した。

　手製本の写真集「Hodophylax　道を護るもの」
をめぐって写真家 林道子さんによるスライド
トーク。７月 27 日と 9 月 1 日の二回、開催しま

から
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 インドの社会と宗教

 生と死をめぐってー民俗･考古編ー」

蚕の世界

　ワークは、「蘇民将来のミニ茅の輪作り」。備後
の国「風土記」にある蘇民将来の伝説より茅の輪
の由来を学び、実際に茅から茅の輪作りに挑戦し
ました。さまざまに願いを込めながらの製作。採
れたての茅で青々とした茅の輪が完成しました。

　5 月 5 日に「真綿に触れる ―祈りと手仕事―」
をテーマに第一回を開催。上岡和江先生から、
古典に記される真綿、神社の神事に伝わる真綿、
皇室の養蚕の様子を学びました。古人の手仕事

の労、自然素材から編み出される生活の知恵と工
夫に感嘆し、真綿の魅力を知りました。湯につけ
た繭玉から繊細な生糸が引き出されるさまや、真
綿がどんどんと広がり布団状になっていくさま
を、見て触れて匂いをかいで、貴重な体験でした。
　９月 23 日には、「生糸に触れる～糸を繰る技」
を開催。 上岡先生より蚕、生糸に関わる皇室行事
や日本の風習についてのお話。そして実際に蚕か
らの真綿とりや、座繰り器を使って糸を繰る作業
を実演、参加の皆さんもチャレンジしました。紡
錘車を使っての糸紡ぎや、蚕から引き出す生糸を
カップに巻き取りながらランプを作りました。 

11 月 2 日は、「インドの宗教のいろいろ」をテー
マに、近藤光博先生によるレクチャー。インド
という国の概要、宗教・社会事情、シク教やジャ
イナ教などインドに存在する個々の宗教につい
て学びました。インドの人々によって「生きら
れる宗教」とは、親から引き継がれ習慣や文化
となりアイデンティティをも形成するもの。そ
こで、「日本人は無宗教と言えるのか」という現
代的問いも提示されました。12 月 14 日は「ヒ
ンドゥー教とはどんな宗教か」をテーマに。たっ
ぷりのスライドでインドにおけるヒンドゥー教

　６月 30 日の「夏越（なごし）の大祓」を前に
した６月 22 日、当講座の３回め「大祓（おおは
らへ）～水ぎわの祭･土馬･人面土器～」 を開催し
ました。玉井ゆかり先生より「大祓」について、
人形や土器、土馬といった考古資料や文献資料を
紹介しながらのお話。墨書されたさまざまな形の
土器は生活の中であるいは神事でどのように使わ
れたのか、胴部に描かれた「顔」の意味も含めて、
古の人たちの営みを興味深く想像しました。

の複雑な在りようを遺跡、家庭祭祀、路上、葬
送の場などから多角的に概観。日本宗教との共
通性などにも触れました。後半は、高校の倫理
の教科書から始まって ... ヒンドゥー教をめぐる
日本の学的理解の段階を解説。印象的だったの
は、複雑な事柄、現象を複雑なまま捉えること
の大切さを踏まえたうえで、（単純な言説が幅を
利かせてしまう現実に対して）、ヒンドゥー教と
は？…という単純な説、モデルを提示する必要
性があるということ。そして、学問における本
質主義の怖さ、危険性を語るあたりは圧巻でし
た。次回は 1 月 25 日に「インドからイスラー
ム教を見ると…」を開催します。
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も
っ
ち
り
と
し
た
う
い
ろ
う
生
地
と
、
歯
応
え
の
あ
る

牛
蒡
の
取
り
合
わ
せ
が
面
白
い
蒸
し
菓
子
で
す
。

独
特
の
香
り
に
馴
染
む
黒
糖
で
牛
蒡
を
煮
付
け
、
水
玉
模

様
に
散
ら
し
ま
し
た
。

黒
糖
牛
蒡
う
い
ろ
う

【牛蒡の黒糖煮】
生姜の皮をむき、薄切りにしておきます。

牛蒡の皮をスチール束子、または包丁の背で軽くこそげ、
水にさらします。厚さ２ｍｍ程度の輪切りにし、一度茹で
こぼします。

②をザルに開けて水気を切り、鍋に移して生姜と共に分量
の黒糖と絡めます。そのまま中火にかけ、牛蒡から出た水
分で煮詰めていきます。

煮汁にとろみが出て、気泡が大きくなったら醤油を加え混
ぜ、火を止めます。粗熱を取った後、ザルに開け煮汁を切っ
ておきます。

・型の内側を水で湿らせラップをぴったりと敷き詰めるか、
または薄くサラダ油を塗っておきます。
（ここでは耐熱性のタッパーウェアを使用しています。）

黒糖牛蒡ういろう
（15×20cm の角型容器一個分）
※ういろう生地
薄力粉　180g　　 上白糖　160g
餅粉　　80g　　　水　　　400g

※牛蒡の黒糖煮
牛蒡　1 本
黒糖　牛蒡の重量の 50％
醤油　少々
生姜　ひとかけら

季節のレシピ

〜
下
準
備
〜

１

２

３

４

ご
ぼ
う
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ボウルに分量の砂糖・粉類を計量し、泡立て器で攪拌しておきます。
  
分量の水を加えて均一になるまで混ぜ、ザル等で漉します。

1 割程度の生地を残して型に流し、沸騰を保った蒸し器で表面が固ま
るまで 10 分程蒸します。 

残りの生地を流し、牛蒡の黒糖煮を散らします。

再び 25~30 分程蒸します。
中央に串を刺し、生地がつかなければ蒸し上がりです。

   粗熱を取り、冷蔵庫で冷やした後に型か ら出し、好みの大きさに切り分けます。
   密閉容器で保管し、冷蔵したまま 4 ～ 5 日は柔らかく召し上がれます。

 　【甘栗とコーヒーのういろう】

インスタントコーヒー８ℊを少量の熱湯で
溶かし（分量の水から引いておきます）、生
地に加え、④の工程で半分に切った甘栗を散
らします。
砂糖は三温糖またはきび砂糖に置き換える
とより風味が深まります。

　　【柿とレモンのういろう】

柿を角切りにし、薄く剥いたレモン皮のみじん
切りと共に重量の 30％の砂糖と絡めて一晩置き
ます。ザルに開け、さらに数時間水気を切った
後に、前述のレシピ④の牛蒡のかわりに生地に
散りばめて蒸し上げます。
生地にはレモン果汁を加えます。（計量し、そ
の文、水の量を減らします。）

〜
作
り
方
〜

１

２

３

４

５

（
権
禰
宜

　池
田
沙
）

弥生神社で開催する行事の
お茶菓子にも登場します。

シ
ン
プ
ル
な
味
わ
い
の
う
い
ろ
う
生
地
は
、
季
節
に
合
わ
せ
様
々
な
素
材
の
組
み

合
わ
せ
を
楽
し
め
ま
す
。  
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授
与
品

弥
生
神
社

弥
生
神
社
で
は
様
々
な
授
与
品
を
お
分
け
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
年
始
の
縁
起
物
を
御
紹
介
し
ま
す
。

印
刷
　
文
明
堂
印
刷 

編
集 

発
行
　
弥
生
神
社
　

　
　
　
　
　
神
奈
川
県
海
老
名
市
国
分
北
　
二
ー
十
三
ー
十
三

編
集
後
記
　「
弥
生
」
十
七
号
が
発
行
と
な
り
ま
し
た
。
文
章
を
寄
せ
て

い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
号
の
テ
ー
マ
は

夢
。
眠
り
の
中
で
会
え
な
い
は
ず
の
人
と
再
会
し
た
り
、
願
望
が
叶
っ

た
り
。
そ
ん
な
夢
の
続
き
が
見
た
い
と
強
く
瞼
を
閉
じ
た
り
、
悪
夢
の

最
中
に
瞼
を
開
け
よ
う
と
力
を
入
れ
た
り
す
る
も
の
で
す
。

　「
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
少
年
が
き
り
ん
の
夢
を
見
て
い
る
と
き
」…

と
い

う
詩
の
冒
頭
を
思
い
出
し
ま
す
。
ど
こ
で
暮
ら
し
て
い
て
も
い
つ
の
時

代
も
人
は
夢
を
み
る
。
願
い
を
託
し
生
き
る
上
で
の
指
針
や
支
え
に
し

た
よ
う
で
す
。 

物
理
的
に
願
望
が
叶
え
や
す
く
な
り
、
思
い
描
く
イ
メ
ー

ジ
す
ら
鮮
明
に
創
り
出
す
技
術
が
あ
る
現
在
。
昔
は
夢
も
「
生
き
る
」

世
界
で
あ
り
、
日
常
に
取
り
込
み
よ
り
重
視
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
ま

す
。

　
さ
て
、弥
生
神
社
で
は
昨
年
も
、た
く
さ
ん
の
行
事
を
開
催
し
ま
し
た
。

お
越
し
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
つ
も
御

縁
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
紙
面
で
紹
介
し
ま
し
た「
宗
教
・
文
化
講
座
」

の
ほ
か
、
毎
月
の
「
大
祓
詞
（
お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば
）」
書
写
会
を
は

じ
め
、
御
守
り
袋
作
り
や
御
朱
印
帳
作
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
ま
た
、

節
句
に
ち
な
ん
だ
ハ
マ
グ
リ
の
お
香
袋
や
薬
玉
作
り
、
シ
ュ
ユ
ノ
ウ
作

り
、
季
節
に
応
じ
た
熊
手
作
り
や
ユ
ー
カ
リ
リ
ー
ス
作
り
な
ど
。
新
年

も
年
間
通
じ
て
開
催
い
た
し
ま
す
。
皆
さ
ま
が
お
気
軽
に
参
加
で
き
ま

す
よ
う
ご
予
約
不
要
で
す
。
ふ
ら
り
と
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
せ
。

　
季
節
の
巡
り
の
中
で
境
内
の
自
然
も
変
化
し
ま
す
。
春
に
は
沈
丁
花

が
香
り
、
桜
が
咲
き
乱
れ
、
初
夏
に
は
紫
陽
花
、
秋
に
は
銀
杏
の
葉
が

鮮
や
か
に
彩
り
ま
す
。
耳
を
澄
ま
せ
ば
い
つ
で
も
、
視
野
を
覆
う
欅
の

木
の
枝
葉
が
揺
れ
る
音
、
さ
ま
ざ
ま
な
鳥
た
ち
の
声
も
響
き
ま
す
。
鳥

居
を
く
ぐ
り
日
常
の
慌
た
だ
し
さ
か
ら
少
し
離
れ
て
、
心
静
か
な
ひ
と

と
き
を
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　（
権
禰
宜 

池
田 

奈
）

沖
家
室
の
猫
さ
ん
た
ち
に
会

い
に
行
き
た
い
わ
～

白
い
毛
も
素
敵
ね
ぇ

～
　
た
ま
に
は
変
え

て
み
た
い
わ
～

社務猫ちょろ

社務猫きーこ

干
支
の
繭
玉
人
形
付
き

　
　
ミ
ニ
熊
手

弥
生
神
社
で
手
作
り
し
ま
し
た
干
支

の
繭
玉
人
形
付
き
の
ミ
ニ
熊
手
で
す
。

竹
製
の
熊
手
に
、
松
と
梅
、
淡
路
結

び
の
水
引
飾
り
を
つ
け
、
柄
は
麻
で

結
び
ま
し
た
。
福
を
か
き
集
め
る
と

い
う
縁
起
物
の
熊
手
。
今
年
の
干
支

の
子
を
繭
玉
で
作
り
ま
し
た
。
子
の

お
顔
、
和
紙
の
色
柄
は
様
々
で
す
。

飾
り
紐
付
き
　
破
魔
矢

紅
白
二
本
の
江
戸
打
ち
紐
と
水
引
で
破
魔
矢
を
飾
り
ま
し
た
。

飾
り
結
び
は
縁
起
の
良
い
几
帳
結
び-

菊
結
び-

叶
結
び
で
す
。

ひ
と
つ
ひ
と
つ
心
を
込
め
て
結
い
ま
し
た
。
弥
生
神
社
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
破
魔
矢
で
す
。

あ
け
ま
し
て

　
　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
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